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一 

 

最
近
読
ん
だ
本
の
中
に
、
「
国
家
は
日
蓮
に
と
っ
て
法
華
経
の
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
」
「
法
華
経
こ
そ
国
家 

 
 
 

存
在
の
目
的
で
あ
り
、
国
家
は
は
じ
め
て
国
家
存
在
理
由
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
註
一
）
、
と
言
っ
た
本 

 
 
 

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
色
心
不
二
の
法
門
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
三
妙
合
論
を
無
視
し
た
議
論
で
あ 

 
 
 

る
。 

 

法
華
経
以
前
の
経
で
は
、
こ
の
我
々
の
娑
婆
世
界
を
穢
土
と
い
っ
て
き
ら
っ
た
が
、
法
華
経
の
寿
量
品
に
お
い 

 
 
 

て
初
め
て
、
仏
は
五
百
塵
点
劫
以
来
成
仏
の
後
は
、
常
に
こ
の
娑
婆
世
界
で
衆
生
を
説
法
教
化
し
た
と
、
そ
の
本 

 
 
 

国
土
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
末
法
に
於
け
る
本
国
土
の
中
心
は
、
大
聖
人
に
従
え
ば
日
本
国
な
の
で
あ
る
。 

 

 

何
故
日
本
国
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
大
聖
人
が
、
文
永
十
二
年
に
下
総
の
、
曽
谷
教
信
、―

大
聖
人
と
は 
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従
兄
弟
と
い
わ
れ
て
お
る―

大
聖
人
の
教
義
に
造
詣
深
い
人
に
、
あ
て
た
書
中
で
、
日
本
国
と
法
華
経
の
関
係
を 

 
 
 

説
か
れ
て
お
る
。
以
下
そ
れ
を
の
べ
る
。 

 

北
イ
ン
ド
生
れ
の
無
著
（
三
一
〇
ー
三
九
〇
）
と
い
う
論
師
が
、
兜
率
天
に
す
む
弥
勒
菩
薩
の
説
を
聞
い
て
書 

 
 
 

い
た
と
い
う
、
瑜ゆ

伽が

師し

地じ

論ろ
ん

百
巻
の
中
に
「
東
方
に
小
国
あ
り
、
そ
の
中
に
た
だ
大
乗
の
種
姓
の
み
あ
り
」 

 

印
度
よ
り
東
方
に
小
さ
い
国
が
あ
っ
て
、
そ
の
国
の
衆
生
は
大
乗
の
教
ば
か
り
を
信
ず
る
人
の
み
で
あ
る
、
と 

 
 
 

い
う
意
味
で
あ
る
が
、
大
聖
人
は
こ
の
小
国
を
目
本
な
り
と
考
え
ら
れ
た
。 

 

ま
た
羅
什
三
蔵
が
、
法
華
経
の
漢
訳
を
完
成
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
弟
子
の
僧
肇

そ
う
じ
ょ
う

と
い
う
人
が
「
飜
経
記
」
と 

 
 
 
 

い
う
書
物
を
か
い
た
が
、
そ
の
中
に
、 

「
大
師
須し

ゅ

梨り

耶や

蘇そ

摩ま

、
左
の
手
に
法
華
経
を
持
し
、
右
の
手
に
鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゅ

の
頂
き
を
な
で
、
授
与
し
て
云
く
、
仏 

 
 
 

日
西
に
入
っ
て
遺
耀
将
さ
に
東
に
及
ば
ん
と
す
、
此
の
経
典
東
北
に
縁
あ
り
、
汝
謹
ん
で
伝
弘
せ
よ
」
と
い
う
こ 

 
 
 

と
が
あ
る
。
羅
什
三
蔵
が
、
印
度
で
仏
教
の
修
行
を
し
た
時
、
し
ゅ
り
や
そ
ま
と
い
う
人
の
所
で
勉
学
を
し
た
。 

 
 
 

そ
し
て
修
行
が
み
ち
て
、
そ
の
門
下
を
は
な
れ
て
帰
る
う
と
し
た
時
に
、
し
ゅ
り
や
そ
ま
と
い
う
人
が
、
左
手
に 

 
 
 

法
華
経
の
原
本
を
も
ち
、
右
手
で
、
羅
什
三
蔵
の
頭
を
な
で
て
、
此
の
法
華
経
は
こ
れ
か
ら
、
東
北
の
方
に
縁
が 

 
 
 

あ
る
か
ら
、
東
北
に
向
か
っ
て
、
此
の
法
華
経
を
弘
め
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
頭
を
な
で
る
と
い
う
こ
と
は
、 

 
 
 

印
度
の
古
い
習
慣
で
そ
の
人
を
信
じ
て
任
せ
る
と
い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
但
し
回
教
徒
は
肩
な
ぞ
を
他
人
か
ら
叩 

 
 
 

た
か
れ
る
こ
と
を
非
常
に
き
ら
う
か
ら
、
同
じ
印
度
に
あ
っ
て
も
、
習
慣
は
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。 
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大
聖
人
は
「
飜
経
記
」
を
よ
ま
れ
て
、 

「
予
、
此
の
記
の
文
を
拝
見
し
て
両
眼
滝
の
如
く
一
身
よ
ろ
こ
び
を
あ
ま
ね
く
す
、
「
此
の
経
典
東
北
に
縁
あ 

 
 
 

り
」
云
云
西
天
の
月
支
国
は
、
未
申
の
方
、
東
方
の
日
本
国
は
丑
寅
の
方
な
り
、
天
竺
に
お
い
て
東
北
に
縁
あ
り 

 
 
 

と
は
豈
日
本
国
に
非
ず
や
」
（
全
集
一
〇
三
七
ペ
ー
ジ
） 

と
曽
谷
入
道
等
許
御
書
で
書
か
れ
て
い
る
。 

 

支
那
の
天
台
大
師
の
師
匠
で
南
岳
大
師
と
い
う
方
が
書
か
れ
た
、
大
乗
止
観―

止
観
二
門
の
深
義
を
説
く―

と 
 
 
 

い
う
本
が
あ
り
、
こ
の
本
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
の
後
支
那
の
度
々
の
革
命
で
唐
末
に
は
こ
の
本
が
支 

 
 
 

那
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
日
本
国
の
寂
照
と
い
う
僧
侶
が
、
支
那
に
も
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
宋 

 
 
 

で
は
日
本
か
ら
も
っ
て
い
っ
た
本
を
も
と
に
し
て
ま
た
こ
れ
を
板
木
に
し
て
、
長
い
間
支
那
に
た
え
て
い
た
大
乗 

 
 
 

止
観
と
い
う
こ
と
が
、
再
び
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
宋
時
代
に
、
日
本
か
ら
も
っ
て
い
っ
て
大
乗
止
観
を
発
刊
し
た
時
、
そ
の
書
に
遵
式
（
慈
雲
と
号
を
賜 

 
 
 

う
、
宋
の
太
宗
乾
徳
元
年
に
生
ま
れ
、
晋
賢
像
の
前
に
一
指
を
焼
い
て
、
天
台
の
道
を
伝
う
こ
と
を
誓
う
）
と
い 

 
 
 

う
人
が
、
そ
の
本
の
序
文
を
書
い
た
。 

「
始
め
西
よ
り
伝
う
。
な
お
月
の
生
ず
る
が
如
し
、
今
復
た
東
よ
り
帰
え
る
、
な
お
日
の
昇
る
が
如
し
」
大
聖
人 

 
 
 

は
こ
の
序
文
を
御
書
に
引
用
し
て
、 

「
正
像
二
千
年
に
は
西
よ
り
東
に
流
る
、
暮
月
の
西
空
よ
り
始
ま
る
が
如
し
、
末
法
五
百
年
に
は
東
よ
り
西
に
入 
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る
、
朝
日
の
東
天
よ
り
出
ず
る
に
似
た
り
」
（
全
集
一
〇
三
八
ペ
ー
ジ
）
と
言
わ
れ
て
お
る
。 

   

大
石
寺
に
秘
蔵
す
る
「
諫
暁
八
幡
抄
」
に
、 

「
天
竺
国
を
ば
月
氏
国
と
申
す
は
、
仏
の
出
現
し
給
う
べ
き
名
な
り
。
扶
桑
国
を
ば
日
本
国
と
申
す
、
あ
に
聖
人 

 
 
 

い
で
給
わ
ざ
ら
む
、
月
は
西
よ
り
東
に
向
へ
り
、
月
氏
の
仏
法
の
東
へ
流
る
べ
き
相
な
り
、
日
は
東
よ
り
出
づ
。 

 
 
 

日
本
の
仏
法
の
月
氏
へ
か
え
る
べ
き
瑞
相
な
り
。
月
は
光
あ
き
ら
か
な
ら
ず
、
在
世
は
但
八
年
な
り
。
日
は
光
明 

 
 
 

月
に
勝
れ
り
、
五
五
百
歳
の
長
き
闇
を
照
す
べ
き
瑞
相
な
り
」
（
全
集
五
八
八
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
法
華
経
の
弘
ま
る
べ
き
拠
点
は
日
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
華
経
は
、
日
本
が
中
心
と
な
り
、
支
那
に 

 
 

も
、
印
度
に
も
、
や
が
て
は
世
界
中
に
、
日
本
国
所
立
の
仏
教
が
弘
ま
っ
て
ゆ
く
と
の
確
信
を
の
べ
ら
れ
た
の
で 

 
 
 

あ
る
。 

 

し
か
も
法
華
経
に
は
、 

「
法
華
経
の
第
七
薬
王
品
に
、
教
主
釈
尊
、
多
宝
仏
と
共
に
宿
王
華
菩
薩
に
語
っ
て
云
く
、
我
が
滅
度
の
後
、
後 

 
 
 

の
五
百
歳
の
中
に
広
宣
流
布
し
て
閻
浮
提
に
於
て
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
。 

 

し
か
も
そ
の
法
華
経
を
弘
む
る
人
も
、
法
華
経
の
神
力
品
に
予
言
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

「
如
来
の
滅
後
に
於
い
て
、
仏
の
所
説
の
経
の
、
因
縁
及
び
次
第
を
知
っ
て
、
義
に
随
っ
て
実
の
如
く
と
か
ん
、 
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日
月
の
光
明
の
よ
く
も
ろ
も
ろ
の
幽
明
を
の
ぞ
く
が
如
く
、
斯
の
人
世
間
に
行
じ
て
、
よ
く
衆
生
の
闇
を
滅 

 
 
 
 

す
」 

と
あ
る
。
大
聖
人
は
こ
の
経
文
を
、 

「
経
文
に
斯
人
行
世
間
の
五
つ
の
文
字
の
中
の
人
の
文
字
を
ば
誰
か
と
思
食
す
、
上
行
菩
薩
の
再
誕
の
人
な
る
べ 

 
 
 

し
と
覚
え
た
り
、
経
に
云
く
、
我
が
滅
度
の
後
に
於
い
て
、
ま
さ
に
斯
の
経
を
受
持
す
べ
し
、
是
の
人
仏
道
に
於 

 
 
 

い
て
決
定
し
て
疑
い
あ
る
こ
と
な
け
ん
」 

と
自
ら
釈
さ
れ
て
お
る
。
ま
た
、 

「
経
に
云
く
日
月
の
光
明
の
よ
く
も
ろ
も
ろ
の
幽
明
を
の
ぞ
く
が
如
く
、
斯
の
人
世
間
に
行
じ
て
能
く
衆
生
の
闇 

 
 
 

を
滅
す
と
此
の
文
の
心
よ
く
よ
く
案
じ
さ
せ
給
へ
。
斯
人
行
世
間
の
五
の
文
字
は
上
行
菩
薩
末
法
の
始
め
の
五
百 

 
 
 

年
に
出
現
し
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
の
光
明
を
さ
し
い
だ
し
て
、
無
明
煩
悩
の
闇
を
て
ら
す
べ
し
と
云
う 

 
 
 

事
な
り
。
日
蓮
等
此
の
上
行
菩
薩
の
御
使
と
し
て
、
日
本
国
の
一
切
衆
生
に
、
法
華
経
を
う
け
た
も
て
と
勧
め
し 

 
 
 

は
是
な
り
」 

と
も
言
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、 

「
日
本
国
に
聖
人
出
づ
べ
し
」
と
は
、
大
聖
人
の
法
華
経
よ
り
の
感
得
で
あ
り
、
「
日
蓮
は
一
閻
浮
提
第
一
の
聖 

 
 
 

人
な
り
」
と
聖
人
知
三
世
事
に
断
言
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
聖
人
と
は
委
細
に
三
世
を
知
る
を
聖
人
な
り
と
書 

 
 
 

き
は
じ
め
て
、
聖
人
の
聖
人
た
る
由
緒
を
示
し
、
最
後
に
は
「
日
蓮
は
一
閻
浮
提
第
一
の
聖
人
な
り
」
と
言
わ 
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れ
、
「
身
を
あ
ぐ
れ
ば
慢
ず
と
お
も
い
、
身
を
下
せ
ば
経
を
あ
な
ど
る
」
と
言
わ
れ
て
お
る
。 

 
聖
と
い
う
字
は
耳
と
口
と
を
か
い
て
王
の
字
を
か
い
て
聖
と
よ
ま
せ
る
。
い
ま
だ
事
の
お
こ
ら
ざ
る
に
こ
れ
を 

 
 
 

き
き
、
そ
し
て
こ
れ
を
他
人
に
口
で
言
っ
て
教
え
る
こ
と
の
王
様
だ
と
解
釈
し
て
も
さ
し
つ
か
え
が
な
い
と
思 

 
 
 

う
。
聖
人
と
は
仏
の
異
名
で
あ
る
。
「
孔
子
が
此
土
に
聖
賢
な
し
西
方
に
ふ
と
と
い
う
者
あ
り
、
こ
れ
聖
人
な 

 
 
 

り
」
（
註
二
）
と
あ
る
の
を
み
て
も
わ
か
る
。
み
な
さ
ん
方
が
、
仏
様
に
お
ま
い
り
す
る
時
、
な
ん
と
か
願
っ
て 

 
 
 

言
っ
て
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
き
い
て
下
さ
る
の
が
仏
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
然
と
わ
か
る
よ
う
に
我
々
に
言
っ 

 
 
 

て
下
さ
る
の
が
仏
様
で
す
。
だ
か
ら
大
聖
人
さ
ま
と
我
々
が
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。 

 

さ
て
、
大
聖
人
は
立
正
安
国
論
に
十
五
年
後
の
文
永
十
一
年
の
蒙
古
襲
来
を
予
言
し
、
そ
れ
が
的
中
し
た
。
聖 

 
 
 

人
と
い
う
の
は
未
来
の
こ
と
を
き
く
こ
と
が
出
来
る
か
ら
聖
人
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

仏
さ
ま
と
い
う
の
は
人
か
ら
言
わ
れ
て
、
仏
さ
ま
と
称
す
る
の
で
は
な
い
。
釈
尊
は
悟
り
を
得
て
、
菩
提
樹
下 

 
 
 

の
金
剛
宝
座
よ
り
起
こ
っ
た
時
に
、
我
れ
は
覚
者
な
り
と
、
即
ち
仏
だ
と
、
自
ら
断
言
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
き
い 

 
 
 

て
今
迄
釈
尊
に
つ
い
て
い
た
五
人
の
比
丘
達
は
驚
い
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
釈
尊
は
其
の
後
鹿
野
苑
に
お
い
て
法 

 
 
 

を
説
こ
う
と
し
て
赴
む
か
れ
た
。
そ
こ
に
は
逃
げ
た
五
比
丘
達
が
い
た
。
五
比
丘
は
釈
尊
の
姿
を
み
る
と
、
ゴ
ー 

 
 
 

タ
マ
（
釈
尊
の
俗
名
）
が
き
た
が
、
あ
れ
は
自
分
か
ら
仏
だ
と
言
っ
た
気
違
い
だ
か
ら
、
皆
ん
な
あ
れ
に
頭
を
さ 

 
 
 

げ
る
こ
と
は
や
め
よ
う
と
誓
い
合
っ
た
が
、
釈
尊
が
近
づ
く
と
、
ひ
と
り
で
に
頭
を
さ
げ
て
、
仏
さ
ま
に
対
す
る 

 
 
 

礼
儀
を
も
っ
て
、
釈
尊
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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大
聖
人
さ
ま
も
、
自
か
ら
仏
さ
ま
だ
と
言
わ
れ
た
。
日
蓮
と
名
乗
る
こ
と
豈
自
解
仏
乗
に
非
ず
や
、
ま
た
、
日 

 
 
 

蓮
は
一
閻
浮
提
第
一
の
聖
人
な
り
と
言
わ
れ
て
お
る
。
新
興
宗
教
の
教
祖
み
た
い
に
、
だ
ん
だ
ん
と
信
者
が
ふ
え 

 
 
 

て
い
っ
て
、
側
近
か
ら
こ
れ
だ
け
信
者
が
ふ
え
る
よ
う
で
は
先
生
は
、
神
さ
ま
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
な
ぞ
と
、
お 

 
 
 

だ
て
ら
れ
て
、
そ
れ
で
は
明
目
か
ら
、
お
れ
も
仏
様
か
神
様
か
に
な
っ
て
み
よ
う
か
と
言
っ
て
、
生
ま
れ
る
近
頃 

 
 
 

の
教
祖
等
と
は
、
最
初
か
ら
話
が
違
う
の
で
あ
る
。 

 

仏
様
だ
け
は
自
分
で
仏
だ
と
最
初
か
ら
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

  

「
日
蓮
は
海
外
知
識
の
証
左
な
し
、
然
ら
ば
な
ん
ぞ
元
冦
を
予
言
す
る
を
得
よ
う
ぞ
」
「
日
蓮
が
立
正
安
国
論
の 

 
 
 

中
の
他
国
侵
逼
難
等
の
諸
難
を
引
用
し
て
何
ぞ
疑
は
ん
と
言
っ
た
の
は
、
後
で
考
え
れ
ば
元
冦
に
符
号
す
る
が
、 

 
 
 

こ
の
時
は
幕
府
を
畏
怖
せ
し
め
、
以
て
法
華
宗
に
帰
服
せ
し
め
ん
と
い
う
利
己
的
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い 

 
 
 

う
よ
う
な
大
聖
人
に
対
す
る
非
難
は
、
こ
れ
は
先
ず
当
時
の
歴
史
の
研
究
が
た
り
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ 

 
 
 

る
。 

 

嘉
禄
元
年
（
聖
寿
四
歳
）―

文
永
二
年
（
聖
寿
四
十
四
歳
）
の
間
、
支
那
側
の
文
献
に
よ
る
と
、
支
那
の
寧
波 

 
 
 

の
港
等
々
に
、
乗
組
員
百
人
に
達
す
る
日
本
船
が
毎
年
四
、
五
十
隻
も
来
航
し
、
板
木
、
硫
黄
な
ど
を
も
っ
て
支 

 
 
 

那
の
銅
銭
と
替
え
た
。
日
本
へ
の
銅
銭
流
出
が
目
に
あ
ま
る
の
で
宋
で
は
検
察
官
を
派
遣
し
た
が
、
か
れ
ら
は
賄 
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賂
さ
え
や
れ
ば
眼
を
つ
む
っ
た
し
、
日
本
船
も
銅
銭
を
船
底
に
か
く
し
、
島
ま
た
は
海
上
の
小
舟
か
ら
搬
入
す 

 
 
 
 

る
と
い
う
具
合
で
禁
輸
は
全
然
効
果
が
な
か
っ
た…

…

金
は
日
本
か
ら
大
量
に
輸
出
さ
れ
商
船
が
南
宋
に
も
た
ら 

 
 
 

す
金
は
と
き
に
数
干
両
に
の
ぼ
っ
た
。
航
路
は
明
州
か
ら
東
支
那
海
を
横
断
し
て
直
接
日
本
の
九
州
へ
向
か
う
路 

 
 

で
、
こ
れ
は
危
険
は
多
い
が
、
う
ま
く
い
け
ば
三
昼
夜
で
、
普
通
で
も
五
昼
夜
で
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の 

 
 
 

港
に
つ
い
た
大
陸
や
南
海
の
品
々
は
、
さ
ら
に
瀬
戸
内
海
を
へ
て
、
兵
庫
、
淀
に
、
ま
た
一
部
は
日
本
海
沿
岸
航 

 
 
 

路
を
遠
く
、
出
羽
、
陸
奥
の
港
ま
で
い
っ
た
。 

 

大
聖
人
の
時
代
の
対
外
関
係
は
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
す
で
に
宋
国
は
南
宋
時
代
で
、
元
よ
り
侵
撃
さ 

 
 
 

れ
て
、
揚
子
江
の
南
に
う
つ
っ
て
い
た
時
代
で
、
南
宋
は
元
の
脅
威
を
い
つ
も
感
じ
て
お
っ
た
時
代
で
あ
る
。 

 
 
 

（
南
宋
は
弘
安
二
年
に
滅
亡
）
す
る
と
、
大
聖
人
が
、
海
外
知
識
に
乏
し
か
っ
た
と
は
御
遺
文
に
関
係
項
目
が
な 

 
 
 

い
と
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
う
一
概
に
断
定
は
出
来
ま
い
。 

 

紫
檀
白
檀
の
仏
像
及
び
香
類
や
仏
具
類
は
支
那
製
を
よ
し
と
し
た
し
、
ま
た
大
聖
人
に
と
っ
て
の
必
需
品
で
あ 

 
 
 

る
紙
、
硯
、
墨
等
々
は
渡
り
物
が
珍
重
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
南
宋
貿
易
品
目
中
に
あ
げ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ 

 
 
 

る
。
ま
る
っ
き
り
海
外
の
事
情
を
知
ら
な
い
と
は
、
銅
銭
を
み
て
も
言
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
日
用
品
か
ら
も
言 

 
 
 

え
な
い
こ
と
で
あ
る
、
生
活
の
中
に
す
で
に
海
外
の
知
識
が
入
っ
て
お
る
の
で
あ
る
、
ま
た
鎌
倉
初
期
中
期
の 

 
 
 

間
、
禅
僧
の
入
宋
は
か
な
り
頻
繁
で
あ
る
こ
と
、
帰
朝
僧
に
よ
っ
て
、
蒙
古
が
漢
土
に
侵
入
し
た
こ
と
は
当
然
語 

 
 
 

ら
れ
知
識
階
級
で
は
蒙
古
の
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
っ
た
と
み
て
も
よ
ろ
し
い
だ
ろ
う
。
道
隆
が
建
長
寺
の
住
職
と 
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し
て
、
北
条
時
頼
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で
あ
り
、
普
寧
は
文
応
元
年
に
来
朝
し
文
永
二
年
に
帰
宋 

 
 
 

し
た
有
名
な
僧
侶
で
あ
る
が
、
無
責
任
な
学
者
の
放
言
で
は
、
彼
は
蒙
古
国
の
ス
パ
イ
で
あ
っ
た
と
言
う
人
さ
え 

 
 
 

お
る
程
で
あ
る
。 

 

さ
て
最
近
の
本
に
、
前
述
の
明
治
時
代
の
非
難
を
上
廻
っ
た
書
物
が
出
て
い
る
。 

「
三
度
の
諫
暁
に
破
れ
た
日
蓮
は
、
身
延
の
山
中
に
退
き
、
そ
こ
で
前
述
の
ご
と
く
、
蒙
古
の
来
襲
は
、
誇
国
日 

 
 
 

本
を
膺
懲
す
る
た
め
の
天
譴
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
元
冦
は
、
彼
に
よ
れ
ば
国
難
で
は
な
く
、
天
神 

 
 
 

地
祇
の
誇
国
に
加
え
給
う
誡
責
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
法
華
経
の
行
者
」
か
ら
み
れ
ば
「
一
閻
浮
提
第
一
の 

 
 
 

瑞
相
と
し
て
さ
え
映
じ
た
。
文
永
の
役
後
、
再
度
の
来
冦
に
お
び
え
て
、
世
人
が
戦
々
競
々
と
し
て
い
た
時
、
彼 

 
 
 

は
こ
の
不
安
に
乗
じ
、
国
師
と
な
っ
て
あ
が
め
ら
れ
る
こ
と
に
、
一
𫃵
の
望
み
を
か
け
、
老
い
の
一
徹
と
も
い
う 

 
 
 

べ
き
愚
痴
の
言
葉
を
綿
々
と
か
き
つ
ら
ね
て
い
た
」
（
註
三
） 

 

三
度
の
諫
暁
に
破
れ
た
と
言
う
が
、
御
伝
土
代
（
註
四
）
に
「
大
聖
人
は
法
光
寺
禅
門
、
西
の
御
門
の
東
郷
入 

 
 
 

道
屋
形
の
跡
に
坊
作
っ
て
帰
依
せ
ん
と
の
給
う
」
（
聖
典
五
九
七
ぺ
ー
ジ
）
と
の
文
証
に
相
違
す
る
。
こ
れ
は
時 

 
 
 

宗
が
大
聖
人
に
帰
依
し
て
幕
府
の
西
の
御
門
に
寺
を
つ
く
っ
て
招
請
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
を
断
っ
た
こ
と
を 

 
 
 

示
す
最
古
の
文
献
で
あ
る
。 

 

身
延
入
山
は
あ
く
迄
も
末
法
万
年
を
思
わ
れ
た
大
聖
人
の
慈
悲
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。 

 

撰
時
抄
に
、 
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「
問
て
云
く
第
二
の
文
永
八
年
九
月
十
二
日
の
御
勘
気
の
時
は
、
い
か
に
と
し
て
、
我
を
そ
ん
せ
ば
自
他
の
戦
さ 

 
 
 

起
る
べ
し
と
は
し
り
給
う
や
。
答
う
大
集
経
に
云
く
、
若
し
復
諸
の
刹
利
（
梵
語
の
音
写
で
支
配
階
級
即
ち
武 

 
 
 
 

人
王
者
の
階
級
）
国
王
諸
の
非
法
を
な
し
、
世
尊
の
声
聞
の
弟
子
を
悩
乱
し
若
は
以
っ
て
毀
罵
し
刀
杖
を
も
っ
て 

 
 
 

打
破
し
及
び
衣
鉢
種
々
の
資
具
を
奪
い
苦
は
他
の
給
施
に
留
難
を
な
す
者
あ
ら
ば
、
我
等
彼
を
し
て
自
然
に
に
わ 

 
 
 

か
に
他
方
の
怨
敵
を
起
こ
さ
し
め
及
び
自
界
の
国
土
に
も
亦
兵
起
こ
り
飢
疫
、
飢
饉
非
時
の
風
雨
闘
諍
言
訟
譏
誇 

 
 
 

せ
し
め
ん
」
（
全
集
二
八
八
ペ
ー
ジ
） 

   

大
聖
人
が
自
ら
法
経
華
の
行
者
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
我
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
華
経
の
行
者
に
と
っ
て 

 
 
 

は
経
典
は
単
な
る
文
字
の
か
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
一
文
々
是
真
仏
と
大
聖
人
は
言
わ
れ
て
お
る
。
故
に
前 

 
 
 

掲
の
大
集
経
の
経
文
も
、
大
聖
人
に
と
っ
て
は
生
け
る
仏
の
言
葉
と
し
て
受
け
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
我
々 

 
 
 

か
ら
み
る
と
、
不
思
議
と
し
か
み
え
な
い
。
自
界
叛󠄀
逆
の
難
も
他
国
侵
逼
の
難
も
、
文
永
八
年
九
月
十
二
日
の
竜 

 
 
 

ノ
口
の
法
難
の
時
に
、
大
集
経
の
経
文
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
っ
た
と
、
そ
の
経
文
を
あ
げ
ら
れ
て
、
撰
時
鈔
に
論 

 
 
 

じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

蒙
古
襲
来
が
偶
然
に
あ
た
っ
た
と
、
無
信
の
人
々
が
言
っ
て
お
る
が
、
安
国
論
を
よ
く
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
で 

 
 
 

あ
る
。
安
国
論
に
第
二
段
で
金
光
明
経
の
十
三
種
の
禍
、
大
集
経
の
三
種
の
禍
、
仁
王
経
、
薬
師
経
の
七
種
の
禍 
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を
あ
げ
て
、
安
国
論
の
当
時
の
災
の
よ
っ
て
き
た
る
原
因
を
説
明
し
、
そ
し
て
第
九
段
に
お
い
て
再
度
今
天
災
が 

 
 
 

起
こ
っ
て
お
る
か
ら
、
経
文
の
如
く
な
ら
、
残
る
と
こ
ろ
の
難
が
必
ず
起
こ
る
と
予
言
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

「
先
難
之
れ
明
か
な
り
、
後
災
な
ん
ぞ
疑
は
ん
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
近
き
を
も
っ
て
遠
き
を
推
し
、
現
を
も 

 
 
 

っ
て
当
を
知
る
如
是
相
乃
至
本
末
究
竟
等
こ
れ
な
り
」
と
の
大
聖
人
の
御
言
葉
よ
り
み
て
も
、
安
国
論
の
予
言
的 

 
 
 

中
は
少
し
の
疑
い
を
も
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
。 

 

さ
て
前
述
の
書
籍
に
「
国
師
と
な
っ
て
あ
が
め
ら
れ
る
こ
と
に
一
縷
の
望
み
か
け
云
云
」
と
あ
る
が
、
「
日
蓮 

 
 
 

が
慈
悲
広
大
な
ら
ば
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
な
が
る
べ
し
」
と
の
大
聖
人
の
確
信
か
ら
考
え 

 
 
 

て
み
て
も
、
一
縷
の
望
み
を
か
け
と
は
よ
く
も
書
け
た
も
の
と
思
う
。
こ
の
人
は
立
正
安
国
論
を
大
聖
人
の
就
職 

 
 
 

論
文
と
書
い
て
お
る
程
だ
か
ら
、
無
信
心
の
人
の
放
言
と
い
っ
て
よ
い
。  

 

さ
て
こ
の
人
は
御
遺
文
十
五
を
引
い
て
、
大
聖
人
は
日
本
国
が
滅
亡
し
て
も
よ
か
っ
た
と
は
っ
き
り
は
書
い
て 

 
 
 

は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
よ
う
な
口
っ
ぷ
り
で
あ
る
。 

「
日
蓮
の
周
辺
に
は
幕
府
の
御
家
人
が
少
な
か
ら
ず
あ
つ
ま
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
に
た
い
し
日
蓮
は
、
一
言
の
国 

 
 
 

土
防
衛
の
必
要
を
訴
え
て
い
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
お
る
程
で
あ
る
か
ら
読
む
も
の
は
そ
う
と
っ
て
も
し
か
た
が 

 
 
 

あ
る
ま
い
。 

 

こ
れ
は
本
国
土
妙
と
い
う
法
門
を
な
お
ざ
り
に
し
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
暴
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
い 

 
 
 

か
に
、
日
本
国
が
亡
び
る
ぞ
と
言
っ
た
っ
て
そ
の
奥
に
は
「
我
日
本
国
は
一
閻
浮
提
の
内
、
月
氏
漢
土
に
も
す
ぐ 
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れ
、
八
万
の
国
に
も
こ
え
た
る
国
ぞ
か
し
」
（
註
五
）
の
信
念
が
あ
り
、
本
国
土
の
信
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
こ
の
日
本
国
に
一
閻
浮
提
未
曽
有
の
本
尊
が
た
て
ら
れ
、
法
華
経
の
流
布
が
こ
の
日
本
国
よ
り
始
ま
る
と
い
う 

 
 
 

の
は
、
大
聖
人
の
確
信
で
あ
る
。 

 

念
仏
を
唱
え
て
極
楽
往
生
を
願
い
、
こ
の
娑
婆
世
界
を
穢
土
と
嫌
っ
て
お
る
人
々
に
向
か
っ
て
、 

「
極
楽
百
年
の
修
行
は
穢
土
一
日
の
功
に
及
ば
す
」
と
喝󠄃
破
せ
ら
れ
た
大
聖
人
で
あ
る
。 

 

我
々
は
こ
の
娑
婆
世
界
を
す
て
て
、
極
楽
世
界
や
東
方
浄
瑠
璃
世
界
に
ゆ
く
の
で
も
な
い
。
こ
の
娑
婆
世
界 

 
 
 

に
、
仏
が
常
住
す
る
が
如
く
我
々
も
常
住
に
す
む
の
だ
ぞ
と
大
聖
人
は
教
え
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の 

 
 
 

中
心
が
日
本
な
の
で
あ
る
。
い
く
ら
強
言
を
も
ち
い
て
、
日
本
国
が
亡
び
る
ぞ
と
警
告
さ
れ
て
も
、
日
本
国
が
本 

 
 
 

当
に
亡
び
て
し
ま
っ
た
ら
大
変
で
は
な
い
か
。
日
本
国
は
日
本
国
か
ら
新
し
い
仏
法
が
出
ず
る
と
い
う
、
大
切
な 

 
 
 

役
目
を
に
な
っ
て
お
る
国
で
あ
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
国
だ
か
ら
し
て
、
大
聖
人
は
小
蒙
古
の
人
大
日
本
国
に
よ
せ
く
る
の
こ
と
と
、
言
わ
れ
て
お
る
。 

 
 
 

気
慨
は
す
で
に
蒙
古
を
の
ん
で
、
小
蒙
古
と
筆
に
せ
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

本
国
土
妙
の
法
門
を
知
っ
て
お
る
な
ら
ば
、
大
聖
人
が
法
華
流
布
の
た
め
に
、
日
本
国
が
亡
び
て
も
よ
い
と
思 

 
 
 

っ
た
な
ぞ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
国
土
妙
を
証
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
日 

 
 
 

本
国
に
打
ち
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
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（
註
一
）  

「
日
蓮
と
い
う
人
」
戸
頃
重
基
著 

（
註
二
）  

開
目
抄 

（
註
三
）  

「
日
蓮
の
思
想
と
鎌
倉
の
仏
教
」
戸
頃
重
基
著 

（
註
四
）  
大
石
寺
第
四
祖
、
日
道
上
人
著 

（
註
五
）  

神
国
王
御
書 

二 

「
宗
教
的
情
熱
を
か
た
む
け
て
国
難
を
と
き
な
が
ら
、
神
風
に
つ
い
て
一
言
も
い
わ
ぬ
人
物
が
い
た
。
す
な
わ
ち 

 
 
 

か
の
法
華
経
の
行
者
日
蓮
で
あ
る
、
（
中
略
）
こ
こ
で
は
日
蓮
は
、
八
幡
が
正
法
の
日
蓮
を
迫
害
し
た
為
政
者
を 

 
 
 

守
護
し
た
ゆ
え
に
梵
天
・
帝
釈
ら
の
罰
を
う
け
た
の
で
あ
る
と
八
幡
大
菩
薩
に
訓
戒
し
、
し
か
し
日
蓮
が
日
本
に 

 
 
 

い
る
以
上
、
八
幡
も
か
な
ら
ず
や
日
蓮
の
頭
に
宿
っ
て
守
護
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
日
蓮
の
脳
裏
に
は
、
や
が 

 
 
 

て
蒙
古
軍
に
蹂
躙
さ
れ
て
破
滅
に
瀕
す
る
日
本
、
そ
の
な
か
に
ひ
と
り
巌
の
ご
と
く
に
立
っ
て
法
華
経
を
弘
布
し 

 
 
 

て
国
を
す
く
う
日
蓮
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
確
信
と
な
っ
て
浮
か
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
か
れ
の
予
言 

 
 
 

は
完
全
に
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
蒙
古
の
侵
入
に
日
本
は
と
も
か
く
蹂
躙
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
に
、
異
敵
は 

 
 
 

侵
入
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
法
敵
叡
尊
（
良
観
上
人
の
師
匠
）
の
祈
願
に
よ
る
神
風
の
た
め
と 
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は
」
（
註
一
） 

と
あ
る
が
、
信
心
な
く
し
て
御
遺
文
を
読
め
ば
、
こ
う
も
か
け
よ
う
。
さ
て
前
節
に
も
引
用
し
た
が
「
日
蓮
の
思 

 
 
 

想
と
鎌
倉
仏
教
」
に
よ
る
と
、 

「
文
永
の
役
の
と
き
も
彼
は
大
風
の
こ
と
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
日
頃
の
予
言
と
矛
盾
す
る
偶
発
的
な
自
然 

 
 
 

界
の
異
変
を
故
意
に
無
視
し
た
と
も
み
な
さ
れ
る
が
、
た
と
え
そ
う
で
な
く
と
も
、
日
蓮
は
、
大
風
の
ご
と
き
も 

 
 
 

の
に
よ
っ
て
蒙
古
軍
が
一
時
的
な
大
損
害
を
蒙
っ
た
ぐ
ら
い
で
敗
北
し
た
と
か
、
天
祐
の
加
護
で
日
本
軍
が
決
定 

 
 
 

的
な
勝
利
を
え
た
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
富
城
書
」
の
な
か
で
、
蒙
古
王
の
首
を 

 
 
 

刎
ね
な
い
う
ち
は
、
日
本
軍
が
勝
っ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
う
ら
づ
け
て
い
る
。 

 
 
 

こ
れ
は
従
前
の
予
言
に
溢󠄀
れ
て
い
た
自
信
に
比
較
す
る
と
、
い
か
に
も
苦
し
ま
ぎ
れ
の
遁
辞
の
ご
と
く
思
は
れ 

 
 
 
 

な
い
で
も
な
い
が
、
弘
安
の
役
が
、
日
本
の
元
冦
に
た
い
す
る
決
定
的
な
勝
利
で
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ 

 
 
 

る
。
（
中
略
）
蒙
古
国
は
誇
国
治
罰
の
た
め
に
日
本
へ
来
襲
し
た
の
で
あ
る
。
と
日
頃
日
蓮
か
ら
き
か
さ
れ
て
い 

 
 
 

た
弟
子
や
信
者
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
蒙
古
軍
が
、
真
言
祈
禱
の
霊
験
で
あ
る
か
の
よ
う
な
大
風
に
よ
っ
て
完
敗 

 
 
 

し
た
こ
と
は
何
と
し
て
も
解
せ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
（
註
二
） 

と
書
い
て
あ
る
。 

 

蒙
古
の
襲
来
に
あ
た
っ
て
、
所
謂
神
風
が
吹
い
て
元
軍
が
敗
戦
し
た
が
、
大
聖
人
が
な
ん
と
も
言
っ
て
な
い
と 

 
 
 

い
う
こ
と
に
対
す
る
、
御
遺
文
を
引
用
し
て
の
、
現
代
風
な
臆
測
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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さ
て
信
心
な
く
し
て
御
遺
文
を
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
意
見
も
も
っ
と
も
と
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 
で
は
何
故
、
大
聖
人
は
元
軍
の
神
風
に
よ
る
敗
退
に
つ
い
て
御
遺
文
で
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
ろ
う 

 
 
 

か
、
こ
れ
は
、
信
心
の
な
い
人
に
と
っ
て
不
思
議
と
も
思
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
一
重
た
ち
い
っ
て
、
信
心
を
も
っ
て
御
遺
文
を
み
る
と
、
以
上
の
引
用
書
が
疑
問
と
す
る
こ
と
が
、
実 

 
 
 

は
な
ん
で
も
な
い
こ
と
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
ず
観
心
本
尊
抄
を
よ
む
こ
と
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
に 

 
 
 

は
我
々
は
常
に
、
「
日
蓮
が
慈
悲
広
大
な
ら
ば
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
流
が
る
べ
し
」
と
の 

 
 
 

報
恩
抄
の
金
言
を
体
し
て
御
遺
文
を
よ
む
こ
と
で
あ
る
。 

「
今
の
自
界
叛󠄀
逆
西
海
侵
逼
の
二
難
を
指
す
な
り
、
此
の
時
地
涌
千
界
出
現
し
て
本
門
の
釈
尊
を
脇
士
と
な
す
、 

 
 
 

一
閻
浮
提
第
一
の
本
尊
此
の
国
に
立
つ
可
し
」
（
全
集
二
五
四
ペ
ー
ジ
） 

と
観
心
本
尊
抄
に
あ
る
。 

 

観
心
本
尊
抄
は
文
永
十
年
二
月
二
十
五
日
の
著
作
で
あ
る
か
ら
自
界
叛󠄀
逆
の
難
は
、
文
永
九
年
の
二
月
十
五
日 

 
 
 

の
北
条
時
輔
の
乱
と
し
て
既
に
起
こ
っ
て
い
た
が
、
西
海
侵
逼
の
難
は
ま
だ
で
あ
っ
た
。
但
し
大
聖
人
は
文
永
九 

 
 

年
、
日
興
上
人
が
書
写
し
た
立
正
安
国
論
の
裏
に
「
文
永
九
年
十
月
十
四
日
の
夜
の
夢
想
に
云
く
、
来
年
正
月
九 

 
 
 

日
蒙
古
治
罰
の
た
め
相
国
よ
り
大
小
（
軍
勢
の
こ
と
）
向
う
べ
し
等
云
云
」
と
書
き
し
る
さ
れ
て
お
る
程
で
あ
る 

 
 
 

か
ら
、
大
聖
人
の
胸
中
に
お
い
て
は
、
西
海
侵
逼
の
難
は
た
だ
時
期
の
問
題
で
あ
っ
て
、
世
間
の
人
々
は
元
冦
の 

 
 
 

襲
来
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。 



 

16 
 

 

立
正
安
国
論
が
自
界
叛󠄀
逆
、
他
国
侵
逼
の
二
難
を
予
言
し
た
書
で
あ
る
こ
と
は
誰
れ
で
も
知
っ
て
お
る
が
、
観 

 
 
 

心
本
尊
抄
を
予
言
の
書
と
し
て
読
む
人
は
す
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
今
の
自
界
叛󠄀
逆
、
西
海
侵
逼
の
二
難
を 

 
 
 

さ
す
な
り
、
此
の
時
地
涌
千
界
出
現
し
て
本
門
の
釈
尊
を
脇
士
と
な
す
一
問
浮
提
第
一
の
本
尊
此
の
国
に
立
つ
べ 

 
 

し
」
の
く
だ
り
は
、
予
言
の
言
葉
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。 

 

即
ち
自
界
叛󠄀
逆
と
西
海
侵
逼
の
二
難
の
闘
諍
が
現
わ
れ
た
時
、
一
閻
浮
提
第
一
の
本
尊
が
此
の
日
本
国
に
立
つ 

 
 
 

可
し
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
を
指
す
の
で
あ
る
か
、
そ
の
一
閻
浮
提
第
一
の
本
尊
が
大
聖
人
に
よ
っ
て 

 
 

立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

勿
論
そ
れ
は
う
ち
た
て
ら
れ
た
。
自
界
叛󠄀
逆
と
他
国
侵
逼
の
二
難
が
現
わ
れ
て
そ
の
時
機
が
き
た
時
に
は
、
こ 

 
 
 

の
日
本
国
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

う
ち
た
て
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
所
謂
神
風
な
ぞ
に
対
し
て
、
大
聖
人
は
敢
て
批
評
な
ぞ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で 

 
 
 

あ
る
。 

   

日
寛
上
人
の
観
心
本
尊
抄
文
段
に
よ
れ
ば
、 

「
此
の
時
地
涌
千
界
出
現
し
て
本
門
の
釈
尊
を
脇
士
と
す
る
一
閻
浮
提
第
一
の
本
尊
を
此
の
国
に
立
つ
べ
し
と
は 

 
 
 

此
れ
即
ち
妙
法
五
字
の
本
尊
な
り
。
塔
中
の
妙
法
蓮
華
経
の
左
右
に
釈
迦
牟
尼
仏
多
宝
仏
、
釈
尊
の
脇
士
上
行
等 
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の
四
菩
薩…

…

（
観
心
本
尊
抄
の
文
）
此
の
文
の
意
也
」
と
あ
る
。
又
「
一
閻
浮
提
第
一
と
は
宗
々
殊
な
り
と
雖 

 
 

も
、
皆
仏
を
以
て
本
尊
と
な
す
。
然
る
に
当
家
の
意
は
別
し
て
仏
の
中
に
於
い
て
も
、
本
門
の
仏
を
以
っ
て
脇
士 

 
 
 

と
な
す
妙
法
五
字
の
本
尊
な
り
。
豈
一
閻
浮
提
第
一
に
非
ず
や
、
月
支
震
旦
に
此
の
本
尊
ま
し
ま
さ
ず
、
御
本
尊 

 
 
 

の
讃
に
云
く
、
一
閻
浮
提
の
内
未
曾
有
の
大
曼
荼
羅
也
、
即
ち
此
の
意
也
」
（
註
三
） 

と
指
示
さ
れ
て
お
る
。 

 

そ
し
て
ま
た
次
の
如
く
言
わ
れ
て
お
る
。 

「
問
う
妙
法
五
字
の
其
の
体
何
物
ぞ
や
、
謂
く
一
念
三
千
の
本
尊
是
れ
な
り
、
一
念
三
千
の
本
尊
そ
の
体
何
物
ぞ 

 
 

や
、
謂
く
蓮
祖
聖
人
是
れ
な
り
」 

と
言
わ
れ
て
お
る
。 

 

日
淳
上
人
は
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
大
聖
人
が
所
有
し
給
う
は
、
法
華
経
に
明
証
せ
ら 

 
 
 

と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
元
来
釈
尊
を
造
立
す
る
こ
と
は
法
華
経
に
も
な
い
。
法
華
経
に
は
「
此
経
の
中
に
如
来
の 

 
 

全
身
が
あ
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
経
典
を
尊
重
す
べ
き
を
説
か
れ
て
あ
る
」
（
註
四
） 

と
言
わ
れ
て
お
る
。 

「
後
五
百
歳
に
は
誰
人
を
以
て
法
華
経
の
行
者
と
之
を
知
る
可
き
や
、
予
は
未
だ
我
が
知
慧
を
信
ぜ
ず
然
り
と
雖 

 
 

も
、
自
他
の
叛󠄀
逆
・
侵
逼
之
を
以
っ
て
我
が
智
を
信
ず
、
敢
て
他
人
の
為
に
非
ず
、
又
我
が
弟
子
達
之
を
存
知
せ 

 
 

よ
、
日
蓮
は
是
れ
法
華
経
の
行
者
な
り
」
（
全
集
九
七
四
ペ―

ジ
） 



 

18 
 

と
あ
る
。
自
界
叛󠄀
逆
難
と
他
国
侵
逼
難
の
二
難
の
現
証
が
、
大
聖
人
に
と
っ
て
如
何
に
大
切
で
あ
っ
た
か
が
わ
か 

 
 

る
。
こ
の
現
証
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
大
聖
人
が
、
末
法
の
仏
さ
ま
た
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ 

 
 
 

る
。
信
心
の
な
い
学
者
は
、
こ
の
二
難
を
利
用
し
た
と
考
え
る
。
現
に
起
き
た
出
来
事
を
利
用
し
た
と
は
言
え
る 

 
 

が
、
未
だ
起
こ
ら
な
い
う
ち
に
こ
れ
を
予
言
し
て
い
た
の
だ
か
ら
利
用
し
た
と
は
、
信
心
の
な
い
人
の
言
う
こ
と 

 
 
 

で
あ
る
。 

「
仏
は
四
十
余
年
、
天
台
大
師
は
三
十
余
年
、
伝
教
大
師
は
二
十
余
年
に
出
世
の
本
懐
を
と
げ
給
う
、
そ
の
中
の 

 
 
 

大
難
申
す
ば
か
り
な
し
先
々
に
申
す
が
如
し
、
余
は
二
十
七
年
な
り
、
そ
の
間
の
大
難
は
各
々
且
つ
し
ろ
し
め
せ 

 
 

り
」
（
全
集
一
一
八
九
ぺ―

ジ
） 

 

こ
れ
に
つ
い
て
日
淳
上
人
は
、 

「
本
御
抄
は
大
聖
人
の
御
施
化
が
漸
く
確
立
せ
ら
れ
て
妙
法
の
信
仰
が
、
命
に
か
へ
て
も
受
持
さ
れ
る
を
御
覧
あ 

 
 
 

そ
ば
さ
れ
（
熱
原
法
難
の
こ
と
を
さ
す
）
本
懐
を
と
ぐ
と
仰
せ
給
う
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
熱
原
の
御
難
を
御
覧 

 
 
 

な
さ
れ
た
大
聖
人
は
、
所
弘
の
仏
法
此
処
に
確
立
せ
り
と
し
て
、
大
御
本
尊
を
建
立
遊
ば
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
戒 

 
 
 

壇
の
願
主
と
御
撰
定
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
（
中
略
）
次
に
戒
壇
の
御
本
尊
と
い
う
の
は
、
日
興
上 

 
 
 

人
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
、
唯
熱
原
の
法
難
を
因
縁
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
ま
る
き
り
話
に
な
ら
な
い 

 
 
 

議
論
で
あ
る
。
日
道
上
人
の
御
伝
草
案
に
あ
る
の
は
「
大
聖
人
熱
原
の
法
難
に
御
感
あ
っ
て
日
興
上
人
と
御
本
尊 

 
 
 

あ
ら
は
す
云
云
」
と
い
っ
て
、
日
興
上
人
と
御
相
談
に
て
御
本
尊
を
建
立
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か 
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で
、
そ
の
対
告
衆
は
熱
原
で
あ
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」 

と
御
指
南
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
を
も
う
一
度
要
訳
し
て
の
べ
て
み
よ
う
。
大
聖
人
は
自
界
叛󠄀
逆
、
他
国
侵
逼
の
二
難
を
三
十
九
歳 

 
 
 

の
時
、
立
正
安
国
論
を
も
っ
て
予
言
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
、
自
他
の
叛󠄀
逆
侵
逼 

 
 
 

こ
れ
を
以
っ
て
我
が
智
を
信
ず
と
な
さ
れ
て
、
余
は
二
十
七
年
な
り
と
言
わ
れ
て
、
建
長
五
年
よ
り
二
十
七
年
目 

 
 
 

の
五
十
八
歳
の
弘
安
二
年
の
十
月
十
二
日
に
、
本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
を
造
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

大
聖
人
に
よ
れ
ば
こ
の
戒
壇
は
、
梵
天
帝
釈
も
来
下
し
て
ふ
み
給
う
べ
き
戒
壇
と
言
わ
れ
て
お
る
。
そ
の
よ
う 

 
 
 

な
未
曽
有
の
大
御
本
尊
が
日
本
国
に
建
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

日
本
国
は
法
華
経
流
布
の
国
な
る
が
故
に
尊
い
の
で
あ
る
。
そ
の
法
華
経
流
布
の
中
心
は
戒
壇
の
大
御
本
尊
の 

 
 
 

所
在
に
あ
る
。 

 

そ
れ
程
尊
い
日
本
国
が
滅
亡
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
「
妙
と
は
蘇
生
の
義
な
り
」
と
言
う
言
葉
が 

 
 
 

あ
る
。
危
殆
に
瀕
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
再
び
勢
を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
、
日
蓮
が
ひ
か
う
れ
ば
こ 

 
 
 

そ
で
あ
る
。
大
聖
人
が
日
本
国
の
滅
亡
を
の
ぞ
ん
で
い
た
と
は
信
心
の
な
い
人
の
独
断
で
あ
る
。
滅
亡
す
る
よ
う 

 
 
 

な
国
に
、
一
閻
浮
提
第
一
の
戒
壇
の
大
御
本
尊
が
建
立
さ
れ
る
筈
が
な
い
。
戒
壇
の
大
御
本
尊
建
立
と
い
う
こ
と 

 
 
 

に
な
っ
て
、
本
国
土
妙
が
開
顕
せ
ら
れ
、
娑
婆
は
即
寂
光
土
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

仏
の
い
ま
す
所
は
即
ち
寂
光
土
で
あ
る
。 
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立
正
安
国
論
に
こ
の
こ
と
を
予
言
せ
ら
れ
て
、 

「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
、
然
れ
ば
則
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
、
仏
国
そ 

 
 
 

れ
衰
ん
や
、
十
方
は
悉
く
宝
土
な
り
宝
土
な
ん
ぞ
や
ぶ
れ
ん
や
、
国
に
衰
微
な
く
土
に
破
壊
な
く
ん
ば
、
身
は
こ 

 
 
 

れ
安
全
心
は
こ
れ
禅
定
な
ら
ん
。
此
の
詞
此
の
言
信
ず
べ
く
崇
む
べ
し
」
（
全
集
三
二
ペ―

ジ
） 

と
言
わ
れ
た
が
、
実
乗
の
一
善
と
は
、
戒
壇
の
大
御
本
尊
を
さ
す
の
で
あ
る
。 

 

戒
壇
の
御
本
尊
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
安
国
論
の
結
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
聖
人
の
一
代
の
化
導
の 

 
 
 

始
終
に
ま
ど
う
も
の
で
あ
り
、
余
は
二
十
七
年
な
り
と
言
わ
れ
た
大
聖
人
の
金
言
を
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

（
註
一
）  

「
蒙
古
襲
来
」
黒
田
俊
雄
著 

（
註
二
）  

戸
頃
重
基 

（
註
三
）  

宗
要
第
四
巻 

（
註
四
）  

日
淳
上
人
全
集 

三 

日
蓮
正
宗
の
寺
院
で
は
御
授
戒
を
し
て
お
る
が
、
こ
れ
は
新
し
い
入
信
者
が
、
日
蓮
正
宗
の
信
者
に
な
っ
た
時 
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の
、
重
要
な
儀
式
で
あ
る
。 

こ
の
章
の
「
未
曽
有
の
本
尊
此
の
国
に
た
つ
べ
し
」
の
題
は
、
授
戒
と
い
う
こ
と
に
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
こ 

 
 
 

こ
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。 

 

授
戒
の
一
番
最
初
は
、
最
古
の
釈
迦
伝
で
あ
る
。
梁
の
律
僧
曽
祐
（
四
五
五―

五
一
八
）
に
よ
る
と
次
の
如
く 

 
 
 

で
あ
る
。 

釈
尊
が
十
二
月
八
日
の
未
明
に
悟
り
を
得
る
と
、
「
昔
か
ら
悟
り
を
得
た
人
が
、
一
番
最
初
に
説
法
を
す
る
場 

 
 
 

所
は
、
鹿
野
苑
で
あ
る
か
ら
自
分
も
鹿
野
苑
で
説
法
を
し
よ
う
」 

と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
よ
り
鹿
野
苑
に
向
か
わ
れ
た
。
そ
の
途
中
で
、
五
百
人
の
人
を
ひ
き
つ
れ
た
商
人
の
一
隊
に
出
逢 

 
 
 

っ
た
。
そ
の
主
人
の
一
人
を
バ
ッ
ダ
ラ
シ
ナ
、
他
の
一
人
を
バ
ッ
ダ
ラ
リ
と
言
っ
た
。
こ
の
二
人
の
商
人
は
釈
尊 

 
 
 

に
食
物
の
供
養
を
し
た
。
釈
尊
は
そ
の
食
を
受
け
、
う
が
い
を
し
た
後
で
、
商
人
に
三
帰
戒
を
さ
ず
け
た
。 

 

㈠ 

帰
依
仏 

 

㈡ 

帰
依
法 

 

㈢ 

帰
依
当
来
僧 

こ
の
二
人
が
授
戒
の
第
一
号
で
あ
る
。
こ
こ
で
帰
依
当
来
僧
と
い
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
こ
の 

 
 
 

時
は
ま
だ
僧
侶
は
お
ら
な
か
っ
た
、
即
ち
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
は
ま
だ
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
宝
が
そ
ろ
っ 
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た
の
は
、
釈
尊
が
ハ
ラ
ナ
イ
国
の
鹿
野
苑
に
行
き
、
ア
ア
ニ
ツ
キ
ヨ
ジ
ン
ニ
ョ
以
下
の
五
比
丘
に
四
諦
を
と
き
、 

 
 
 

彼
等
が
釈
尊
の
弟
子
に
な
っ
て
始
め
て
僧
侶
が
そ
ろ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
帰
依
当
来
僧
と
い
っ
た 

 
 
 

の
で
あ
る
。 

鹿
野
苑
の
五
比
丘
は
釈
尊
が
苑
に
入
っ
て
く
る
姿
を
み
る
と
、
互
い
に
約
束
を
し
た
。
「
あ
の
男
は
自
分
か
ら 

 
 
 

仏
様
だ
と
言
っ
た
気
違
い
だ
か
ら
、
あ
の
男
が
き
て
も
相
手
に
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
誓
い
合
っ
た
が
、
釈 

 
 
 

尊
が
近
づ
く
と
、
五
人
と
も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
合
掌
し
頭
を
さ
げ
て
し
ま
い
、
お
と
な
し
く
釈
尊
の
四
諦 

 
 
 

を
き
き
、
授
戒
を
う
け
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
三
宝
が
そ
ろ
っ
た
。
釈
尊
は
仏
宝
、
四
諦
は
法
宝
で
あ
り
、
五
比
丘
は
僧
宝
で
あ
る
。 

仏
祖
統
紀
（
一
二
五
八―

一
二
六
九
）
の
巻
の
三
で
は
、
五
人
の
比
丘
が
先
ず
最
初
に
出
家
し
て
、
三
宝
が
具 

 
 
 

備
し
、
時
に
耶
舎
の
父
が
、
子
を
仏
様
の
所
に
た
ず
ね
、
仏
は
耶
舎
に
法
を
と
き
た
ま
い
、
耶
舎
が
釈
尊
か
ら
戒 

 
 
 

を
さ
ず
け
ら
れ
て
最
初
の
優
婆
塞
と
な
っ
た
と
あ
っ
て
、
前
掲
と
は
違
う
所
が
あ
る
。 

釈
尊
は
成
道
後
十
三
年
、
マ
カ
ダ
国
に
お
い
て
説
法
を
し
た
が
、
そ
の
時
楼
至
菩
薩
が
、
戒
壇
建
立
を
釈
尊
に 

 
 
 

請
う
た
の
で
、
釈
尊
は
祇
園
精
舎
の
東
南
に
建
立
し
た
。
（
註
一
） 

戒
壇
図
経
に
よ
る
と
、
「
祇
園
精
舎
に
戒
壇
あ
り
、
そ
の
一
壇
は
仏
院
に
あ
り
、
唯
仏
の
登
る
所
に
し
て
僧
尼 

 
 
 

の
結
戒
を
論
ず
、
一
壇
は
僧
院
に
あ
り
、
授
戒
者
の
た
め
に
之
を
設
く
」
と
あ
る
。
戒
壇
と
は
授
戒
の
壇
場
の
意 

 
 

で
、
戒
を
さ
ず
け
る
た
め
に
、
別
に
土
を
高
く
し
て
壇
と
し
た
も
の
で
、
最
初
は
別
に
壇
所
は
な
く
多
く
は
露
地
に 

 
 



 

23 未曾有の本尊此国に立つべし 
 

お
い
て
こ
れ
を
行
な
っ
た
。 

ナ
ラ
ン
ダ
寺
、
中
印
度
に
あ
り
。
五
世
紀
初
頭
の
建
立
で
、
七
世
紀
に
玄
奘
が
訪
ず
れ
た
時
は
、
僧
一
万
人
が 

 
 
 

お
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
ナ
ラ
ン
ダ
寺
は
印
度
第
一
の
寺
で
あ
っ
た
が
、
大
唐
西
域
記
に
よ
る
と
「
寺
の
西
畔 

 
 
 

に
戒
壇
あ
り
、
方
六
尺
一
丈
余
な
る
べ
し
、
平
地
に
瓦
を
か
さ
ね
、
垣か

き

子ね

（
土
で
で
き
た
か
き
ね
を
い
う
）
を
め 

 
 
 

ぐ
ら
し
高
さ
二
尺
ば
か
り
」
と
あ
る
。 

支
那
で
は
劉
宋
元
嘉
十
一
年
僧そ

う

伽ぎ
ゃ

跋ば
つ

摩ま

が
、
南
林
寺
に
、
戒
壇
を
た
て
て
僧
尼
に
授
戒
せ
し
め
た
の
を
始
め
と 

 
 
 

す
る
。 

道
宣
律
師
（
唐
代
の
僧
南
山
律
宗
の
祖
）
の
感
通
録
に
は
「
晋
法
護
は
瓦
宮
寺
に
於
て
壇
を
立
て
、
晋
支
道
林 

 
 

は
、
石
城
、
汾
州
に
於
て
各
一
壇
を
立
て
、
晋
支
法
存
は
、
若
耶
渓
謝
敷
の
陰
処
に
於
い
て
壇
を
た
て
、
竺
道
一 

 
 
 

は
呉
中
虎
丘
山
に
於
い
て
壇
を
た
て
（
中
略
）
江
淮
の
南
に
及
ん
で
通
計
戒
壇
三
余
所
あ
り
。
山
東
、
河
北
、
関
内
・ 

 

剣
南
・
戒
壇
こ
と
た
え
ず
江
南
の
仏
法
を
し
て
今
に
四
、
五
百
年
、
曽
て
廃
退
せ
ざ
ら
し
め
し
は
戒
壇
に
よ
る
」 

こ
の
外
勅
命
に
よ
る
戒
壇
も
あ
っ
た
。 

唐
代
宗
永
泰
元
年
三
月
二
十
八
日
、
大
興
禅
寺
に
勅
し
て
方
等
戒
壇
を
た
つ
。
四
月
に
至
り
京
城
僧
尼
に
勅
し 

 
 
 

て
臨
壇
大
徳
各
十
人
を
お
き
永
く
常
式
と
な
す
こ
れ
臨
壇
大
徳
を
置
く
の
始
め
な
り
。
臨
壇
大
徳
と
は
戒
壇
に
登 

 
 
 

っ
て
授
戒
す
る
僧
侶
を
言
う
の
で
あ
る
。 
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人
皇
二
十
九
代
欽
明
天
皇
の
朝
（
五
五
二
）
に
仏
教
が
公
式
に
日
本
に
渡
来
し
て
か
ら
、
孝
謙
天
皇
四
十
六
代 

 
 
 

に
至
る
二
百
年
間
、
日
本
で
は
授
戒
す
る
作
法
を
正
式
に
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
小
乗
の
授 

 
 
 

戒
法
が
、
非
常
に
厳
重
な
規
則
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

小
乗
の
授
戒
法
は
三
師
七
証
と
い
っ
て
、
正
し
く
二
百
五
十
戒
を
受
け
た
人
で
、
し
か
も
現
に
そ
れ
を
厳
格
に 

 
 
 

た
も
っ
て
お
る
僧
侶
が
十
人
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
、
授
戒
を
し
て
は
い
け
な
い
と
律
文
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で 

 
 
 

あ
る
。
尚
授
戒
す
る
場
所
が
、
都
会
か
ら
遠
く
は
な
れ
て
い
る
田
舎
で
あ
っ
て
も
、
授
戒
す
る
資
格
の
あ
る
僧
侶 

 
 

が
、
五
人
そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
無
視
し
て
授
戒
を
し
て
も
戒
体
を
発
し
な
い
と
い
う 

 
 
 

規
定
が
律
文
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
師
と
い
う
の
は
、
戒
和
上
、
羯こ

ん

摩ま

師
、
教
授
師
の
三
人
で
、
他
の
七 

 
 
 

人
は
授
師
の
証
明
師
で
あ
っ
た
。 

 

十
人
の
僧
が
あ
つ
ま
っ
て
白
四
羯
摩
を
行
っ
て
授
戒
を
す
る
の
で
あ
る
。 

 

白
四
羯
摩
と
は
一
た
び
表
白
文
を
読
み
、
三
た
び
羯
摩
文
を
よ
む
こ
と
を
い
う
。 

 

表
白
文
は
某
の
授
戒
の
作
法
を
行
う
旨
を
宣
す
る
の
で
あ
る
。 

「
大
徳
僧
よ
く
き
け
、
此
の
某
甲
某
和
尚
に
従
っ
て
具
足
戒
を
受
け
ん
こ
と
を
求
む
。
此
の
某
甲
今
衆
僧
に
従
っ 

 
 
 

て
具
足
戒
を
受
く
。
某
甲
自
ら
説
く
、
清
浄
に
し
て
諸
の
難
事
な
し
、
年
二
十
に
み
ち
て
三
衣
鉢
そ
な
わ
る
と
、 

 
 
 

某
和
尚
具
足
戒
を
さ
づ
け
某
甲
を
和
尚
と
な
す
を
忍
聴
せ
よ
」 
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具
羯
摩
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

「
大
徳
僧
き
け
、
此
の
某
甲
某
和
尚
に
従
っ
て
具
足
戒
を
受
け
ん
こ
と
を
も
と
む
。
此
の
某
甲
今
衆
僧
に
従
っ
て 

 
 
 

具
足
戒
を
受
け
某
甲
を
和
尚
と
な
さ
ん
こ
と
を
乞
う
。
某
甲
自
ら
説
く
、
清
浄
に
し
て
諸
の
難
事
な
し
、
年
二
十 

 
 
 

に
み
ち
て
三
衣
鉢
そ
な
わ
る
と
、
某
和
尚
某
甲
に
具
足
戒
を
授
け
、
某
甲
を
和
尚
と
な
さ
し
む
、
誰
の
長
老
か
僧 

 
 
 

の
某
甲
が
具
足
戒
を
受
け
、
某
甲
を
和
尚
と
な
す
を
ゆ
る
す
の
を
忍
ぶ
者
は
黙
然
せ
よ
、
誰
か
忍
ば
ざ
る
も
の
は 

 
 
 

説
け
」 

 

こ
れ
を
三
度
び
唱
え
て
、
授
戒
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
具
足
戒
と
は
総
数
二
百
五
十
戒
あ
る
。
俗
に
比
丘
尼
は 

 
 
 

五
百
戒
と
す
る
が
、
実
は
三
百
四
十
八
戒
で
あ
る
が
、
数
が
多
い
の
で
五
百
戒
と
い
う
の
で
あ
る
。  

 

大
聖
人
は
戒
に
つ
い
て
次
の
如
く
言
わ
れ
て
お
る
。 

「
凡
そ
二
百
五
十
戒
を
受
け
て
大
僧
の
名
を
得
る
な
り
。
受
戒
は
辺
国
は
五
人
中
国
は
十
人
な
り
。
十
人
と
は
三 

 
 
 

師
七
証
な
り
、
三
師
と
は
和
尚
阿
開
梨
教
授
な
り
。
十
人
共
に
五
徳
を
具
す
。
二
百
五
十
戒
を
具
足
戒
と
い
う
。 

 
 
 

小
乗
の
五
戒
を
受
く
る
を
優
婆
塞
と
い
う
な
り
。
八
斉
戒
も
亦
是
の
如
し
。
五
戒
を
受
く
る
に
必
ら
ず
二
師
あ 

 
 
 

り
。
二
師
と
は
和
尚
阿
開
梨
な
り
。
八
斉
戒
も
亦
是
の
如
し
。
小
乗
戒
は
経
巻
あ
り
と
雖
も
、
師
資
相
承
な
き
者 

 
 
 

は
授
戒
せ
ず
、
菩
薩
の
前
に
し
て
仏
の
前
に
あ
ら
ざ
れ
ば
授
戒
せ
ず
（
中
略
）
一
戒
二
戒
を
受
く
る
を
ば
具
足
戒
と 

 
 

言
は
ず
、
日
本
に
小
乗
の
戒
の
弘
ま
る
こ
と
は
鑑
真
和
尚
の
時
よ
り
始
ま
れ
り
、
鑑
真
和
尚
以
前
は
沙
弥
戒
な 

 
 
 

り
」
（
註
二
） 
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鑑
真
和
尚
は
我
が
朝
の
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
に
第
六
回
の
渡
海
を
企
て
、
ひ
そ
か
に
弟
子
二
十
四
人
を 

 
 
 

ひ
き
い
て
揚
州
を
出
発
し
た
。 

「
此
の
時
の
出
発
は
、
日
本
の
大
使
藤
原
清
河
、
副
大
使
大
伴
古
麻
呂
、
吉
備
真
備
、
阿
部
仲
麻
呂
等
の
請
に
よ 

 
 
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
清
河
は
鑑
真
和
尚
に
、
我
等
和
上
の
五
度
日
本
に
渡
ら
ん
と
せ
ら
れ
し
を
き
く
、
今
親
し
く 

 
 
 

顔
色
を
拝
し
歓
喜
は
な
は
だ
し
、
我
等
先
き
に
和
上
等
の
尊
名
を
記
し
て
、
皇
帝
に
奏
聞
し
、
日
本
に
戒
法
を
伝 

 
 
 

へ
ん
こ
と
を
請
う
」
（
註
三
） 

 

時
の
皇
帝
は
、
日
本
に
仏
教
を
伝
え
る
よ
り
、
道
教
を
つ
た
え
た
か
っ
た
と
み
え
、
清
河
等
の
願
い
は
き
き
い 

 
 
 

れ
ら
れ
ず
、
道
士
を
つ
れ
て
い
っ
て
貰
い
た
い
と
、
願
い
と
は
逆
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
鑑
真
は
日
本
に
密
入
を 

 
 
 

企
て
る
外
方
法
が
な
か
っ
た
。
鑑
真
は
遣
唐
使
の
船
に
ひ
そ
か
に
便
乗
し
て
、
天
平
勝
宝
五
年
十
二
月
二
十
日
薩 

 
 
 

摩
の
国
に
つ
い
た
。 

 

翌
六
年
に
鑑
真
の
一
行
は
京
都
に
入
っ
た
。
日
本
へ
の
来
朝
を
企
て
て
か
ら
前
後
十
二
年
で
あ
っ
た
。 

 

鑑
真
は
六
年
の
四
月
に
勅
命
に
よ
っ
て
、
東
大
寺
の
仏
前
に
戒
壇
を
建
立
し
た
。 

 

こ
の
戒
壇
に
は
、
聖
武
天
皇
、
光
明
皇
后
、
皇
太
子
が
登
壇
し
て
、
菩
薩
攻
を
う
け
、
そ
の
他
五
百
人
の
僧
俗 

 
 
 

が
登
壇
し
て
、
比
丘
戒
、
沙
弥
戒
、
優
婆
塞
戒
を
う
け
た
。
沙
弥
戒
、
優
婆
塞
戒
等
の
伝
戒
は
鑑
真
和
尚
の
渡
来 

 
 
 

以
前
よ
り
我
国
に
お
い
て
既
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
比
丘
戒
も
自
誓
受
戒
の
作
法
に
よ
っ
て
伝
戒
す
る
こ
と
は
行 

 
 
 

な
わ
れ
て
い
た
が
、
律
文
の
規
定
に
従
っ
て
、
嫡
々
相
伝
の
戒
脈
を
継
承
し
て
居
る
十
人
の
大
僧
を
請
し
て
、
正 
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式
の
伝
戒
を
行
っ
た
の
は
こ
の
時
が
最
初
で
あ
る
。 

 
そ
の
後
天
平
宝
宇
元
年
正
月
に
、
東
大
寺
の
戒
壇
を
下
野
の
薬
師
寺
（
現
在
な
し
）
筑
紫
の
観
世
音
寺
（
現
存
） 

 
 

と
に
分
置
し
て
、
勅
命
に
よ
っ
て
東
国
の
者
は
薬
師
寺
に
行
き
、
西
国
の
者
は
観
世
音
寺
に
行
き
そ
の
戒
壇
に
登 

 
 
 

っ
て
、
授
戒
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
宗
学
に
つ
い
て
は
、
三
論
、
法
相
、
華
厳
等
、
そ
の
人
に 

 
 
 

よ
っ
て
異
な
り
が
あ
っ
た
が
、
戒
律
に
つ
い
て
は
、
我
国
の
僧
侶
は
皆
な
一
様
に
、
鑑
真
和
尚
に
よ
っ
て
伝
え
ら 

 
 
 

れ
た
四
分
律
の
戒
法
を
受
持
す
る
こ
と
と
な
り
、
全
国
の
僧
侶
は
み
な
東
大
寺
の
戒
弟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
薬
師 

 
 
 

寺
と
観
世
音
寺
の
戒
壇
は
、
東
大
寺
戒
壇
の
出
張
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
伝
教
大
師
が
叡
山
に
戒
壇
を
建
立 

 
 
 

す
る
迄
、
内
容
は
と
も
か
く
、
表
面
は
皆
四
分
律
に
よ
る
こ
と
に
一
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
に
梵
網 

 
 
 

経
の
菩
薩
戒
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
菩
薩
戒
は
功
徳
を
つ
む
た
め
、
も
し
く
は
転
迷
開
悟
の
た
め
に
、
在
家
の 

 
 
 

人
も
出
家
の
人
も
と
も
に
受
け
る
こ
と
の
出
来
る
戒
法
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
僧
侶
の
生
活
行
為
を
規
定
し
た
も 

 
 
 

の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
菩
薩
戒
は
少
し
も
僧
風
僧
儀
に
は
影
響
が
な
か
っ
た
。 

 

伝
教
大
師
が
大
乗
戒
の
独
立
の
意
志
を
も
ら
し
た
の
は
弘
仁
九
年
二
月
七
日
で
、
一
向
大
乗
に
よ
る
僧
侶
を
任 

 
 
 

ぜ
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。 

「
我
が
天
台
の
祖
師
で
あ
る
南
岳
大
師
、
天
台
大
師
は
、
昔
生
に
印
度
の
霊
鷲
山
に
於
い
て
、
大
聖
釈
尊
よ
り
、 

 
 
 

親
し
く
法
華
経
の
説
法
を
き
き
、
菩
薩
の
三
聚
浄
戒
を
う
け
ら
れ
た
。
而
し
て
菩
薩
の
三
聚
浄
僧
は
師
資
相
伝
し 

 
 
 

て
最
澄
に
及
ん
で
い
る
。
我
れ
常
に
一
切
の
聖
教
を
閲
す
る
に
、
小
乗
の
声
聞
僧
及
び
声
聞
戒
の
外
に
、
大
乗
の 
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菩
薩
法
と
菩
薩
我
と
あ
り
、
又
更
ら
に
大
乗
教
に
お
い
て
、
少
し
も
心
を
小
乗
に
む
け
ざ
る
一
向
大
乗
の
人
と
、 

 
 
 

専
ら
小
乗
教
に
の
み
よ
り
て
、
少
し
も
大
乗
の
方
に
心
を
む
け
ざ
る
一
向
小
乗
の
人
と
が
あ
る
。
今
我
が
宗
の
学 

 
 
 

生
は
大
乗
の
戒
定
慧
に
よ
っ
て
修
行
せ
し
め
、
永
く
小
乗
下
劣
の
修
行
を
は
な
れ
し
め
ん
」 

と
一
応
戒
文
上
に
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
教
大
師
は
自
ら
三
宝
の
御
宝
前
に
、
曽
て
延
丁
四
年
東
大 

 
 
 

寺
の
戒
壇
に
登
っ
て
受
け
ら
れ
た
、
四
分
律
の
二
百
五
十
戒
を
断
乎
す
て
る
こ
と
を
誓
い
、
学
生
に
さ
と
し
て
、 

 
 

「
今
よ
り
以
後
声
聞
（
小
乗
教
）
の
利
益
を
う
け
ず
、
永
く
小
乗
の
威
儀
に
そ
む
く
べ
し
」
と
告
げ
ら
れ
た
。 

 

伝
教
大
師
は
、
治
部
省
僧
綱
（
僧
侶
の
取
締
り
を
す
る
省
）
の
支
配
を
は
な
れ
て
、
僧
侶
の
授
戒
を
行
な
う
た 

 
 
 

め
に
六
条
式
、
八
条
式
等
の
山
家
学
生
式
を
も
っ
て
勅
許
を
願
っ
た
が
、
そ
の
都
度
奈
良
の
僧
達
に
反
対
さ
れ 

 
 
 

た
。
そ
こ
で
、
顕
戒
論
を
著
述
し
て
奈
良
の
七
大
寺
の
僧
侶
を
破
折
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
伝
教
大
師
は
、 

 
 
 

弘
仁
十
三
年
三
月
よ
り
病
床
に
臥
し
て
、
六
月
四
日
叡
山
中
道
院
に
五
十
六
歳
で
寂
さ
れ
た
。 

 

嵯
峨
天
皇
は
、
伝
教
大
師
の
入
滅
の
目
よ
り
七
日
後
、
即
ち
六
月
十
一
目
に
、
治
部
省
の
官
符
を
も
っ
て
叡
山 

 
 
 

に
大
乗
戒
壇
建
立
を
勅
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
通
説
に
な
っ
て
お
る
が
、
実
は
叡
山
に
戒
壇
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、 

 
 
 

五
年
後
の
、
天
長
四
年
の
五
月
で
あ
る
。
中
納
言
良
峰
安
世
が
、
叡
山
に
登
り
山
上
に
一
泊
し
た
時
、
別
当
大
師 

 
 
 

光
定
和
尚
と
二
祖
義
真
和
尚
と
が
、
奈
良
に
は
戒
壇
が
あ
る
が
、
吾
が
叡
山
に
は
戒
壇
が
な
い
た
め
に
授
戒
が
如 

 
 
 

法
に
行
な
わ
れ
な
い
、 

 

叡
山
に
も
戒
壇
が
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
造
り
料
を
朝
廷
よ
り
賜
わ
り
た
い
と
、
中
納
言
安
世
に
懇
願
し 
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た
。
そ
の
後
、
嵯
峨
天
皇
の
国
忌
に
光
定
和
尚
が
、
冷
然
院
に
参
詣
し
た
時
、
美
作
守
藤
原
是
雄
よ
り
、
昨
日
叡
山 

 
 

戒
壇
造
料
の
宣
旨
が
降
っ
た
と
の
こ
と
を
き
か
さ
れ
た
。
結
局
中
納
言
安
世
の
世
話
に
よ
っ
て
、
稲
九
万
束
を
賜 

 
 

り
、
五
間
の
戒
壇
堂
と
七
間
の
講
堂
と
そ
の
他
附
属
の
建
築
が
出
来
上
っ
た
。
叡
山
戒
壇
堂
建
立
は
二
祖
義
真
の 

 
 
 

時
で
、
伝
教
大
師
滅
後
の
五
年
目
で
あ
る
が
、
功
を
推
し
て
伝
教
大
師
滅
後
七
日
勅
許
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

   

大
聖
人
は
東
大
寺
の
戒
壇
を
ど
う
み
て
お
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
聖
密
房
御
書
に
、 

「
日
本
国
は
大
乗
に
五
宗
あ
り
、
法
相
三
論
華
厳
真
言
天
台
、
小
乗
に
三
宗
あ
り
、
倶
舎
成
実
律
宗
な
り
。
真
言 

 
 
 

華
厳
三
論
法
相
は
大
乗
よ
り
い
で
た
り
と
い
え
ど
も
く
わ
し
く
論
ず
れ
ば
皆
小
乗
な
り
。
宗
と
申
す
は
戒
定
慧
の 

 
 
 

三
学
を
備
え
た
る
も
の
な
り
、
そ
の
中
に
定
慧
は
さ
て
お
き
ぬ
、
戒
を
も
っ
て
大
小
の
榜
示
を
う
ち
わ
か
つ
も
の 

 
 
 

な
り
。
東
寺
の
真
言
法
相
三
論
華
厳
等
は
戒
壇
な
き
故
に
、
東
大
寺
に
入
り
て
小
乗
律
宗
の
驢
乳
臭
糞
の
戒
を
た 

 
 
 

も
つ
。
戒
を
も
っ
て
論
ぜ
は
此
等
の
宗
は
小
乗
の
宗
な
る
べ
し
」
（
全
集
八
九
九
ペ
ー
ジ
） 

と
言
わ
れ
て
、
時
代
が
変
わ
り
末
法
の
世
か
ら
み
れ
ば
、
鑑
真
和
尚
が
勅
命
で
建
立
し
た
戒
壇
も
、
驢
乳
臭
糞
と 

 
 
 

き
ら
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

伝
教
大
師
の
叡
山
の
大
乗
戒
壇
に
つ
い
て
は
撰
時
抄
に
、 

「
天
台
大
師
の
未
だ
せ
め
給
は
ざ
り
し
小
乗
の
別
受
戒
を
せ
め
お
と
し
六
宗
の
大
徳
に
梵
網
経
の
大
乗
別
受
戒
を 
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さ
づ
け
給
う
の
み
な
ら
ず
、
法
華
経
の
円
頓
の
別
受
戒
を
叡
山
に
建
立
せ
し
か
ば
、
延
歴
円
頓
の
別
受
戒
は
日
本 

 
 
 

第
一
た
る
の
み
な
ら
ず
、
仏
の
滅
後
一
千
八
百
余
年
が
間
、
身
毒

け
ん
ど
く

戸
那
一
閻
浮
提
に
い
ま
だ
な
か
り
し
霊
山
の
大 

 
 
 

戒
日
本
国
に
始
ま
る
。
さ
れ
ば
伝
教
大
師
は
、
そ
の
功
を
論
ず
れ
ば
竜
樹
天
親
に
も
こ
え
、
天
台
妙
楽
に
も
勝
れ 

 
 
 

て
お
わ
し
ま
す
聖
人
な
り
」
（
全
集
二
六
四
ペ
ー
ジ
） 

と
言
わ
れ
て
お
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
伝
教
大
師
が
法
華
経
の
戒
は
理
の
戒
を
と
い
て
、
事
戒
（
実
際
に
即
し
た
戒
）
を
説
か
ず
と 

 
 
 

し
て
、
梵
網
経
の
十
重
禁
戒
や
四
十
八
軽
戒
を
併
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
木
門
戒
体
抄
に
、 

「
常
の
人
は
梵
絹
子
里
の
外
の
自
誓
受
戒
と
、
普
賢
経
の
自
誓
受
戒
と
は
之
れ
同
じ
と
思
へ
る
な
り
。
日
蓮
云
く 

 
 
 

水
火
の
相
違
な
り
。
所
以
は
い
か
ん
。
伝
教
大
師
の
顕
戒
論
に
二
義
あ
り
、
一
に
は
梵
網
経
の
十
重
戒
四
十
八
軽 

 
 
 

戒
の
大
僧
戒
、
二
に
は
普
賢
経
の
大
僧
戒
な
り
。
梵
網
経
の
十
重
禁
四
十
八
軽
戒
を
以
っ
て
眷
属
戒
と
な
す
、
法 

 
 
 

華
経
普
賢
経
の
戒
を
以
て
大
王
戒
と
な
す
、
小
乗
の
二
百
五
十
戒
は
民
戒
、
梵
網
経
の
戒
は
臣
戒
、
法
華
経
普
賢 

 
 
 

経
の
戒
は
大
王
戒
な
り
」 

と
言
わ
れ
て
お
る
。 

   

さ
て
本
門
戒
体
抄
で
は
、 
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「
法
華
経
の
戒
と
は
、
小
乗
の
二
百
五
十
戒
等
並
び
に
梵
網
の
十
重
禁
、
四
十
八
軽
戒
、
華
厳
の
十
無
尽
戒
、
瓔 

 
 
 

珞
の
十
戒
等
を
捨
て
て
未
顕
真
実
と
定
め
お
わ
っ
て
、
方
便
品
に
入
て
た
も
つ
所
の
五
戒
、
八
戒
、
十
善
戒
、
二 

 
 
 

百
五
十
戒
、
五
百
戒
乃
至
十
重
禁
戒
等
な
り
。
法
華
経
に
是
名
持
戒
と
は
則
ち
此
の
意
な
り
。
（
中
略
）
第
一
不 

 
 
 

殺
生
戒
と
は
爾
前
の
諸
経
の
心
は
仏
不
殺
生
戒
を
た
も
つ
と
説
け
り
。
然
り
と
雖
も
、
法
華
経
の
心
は
爾
前
の
仏 

 
 
 

は
殺
生
第
一
な
り
。
ゆ
え
は
い
か
ん
、
爾
前
の
仏
は
一
住
世
間
の
不
殺
生
戒
を
た
も
つ
に
似
た
り
と
雖
も
い
ま
だ 

 
 
 

出
世
の
不
殺
生
戒
を
た
も
た
ず
、
二
乗
闡
提
圖
提
無
性
有
情
等
の
九
界
の
衆
生
を
殺
し
て
成
仏
せ
し
め
ず
、
能
化
の
仏 

 

い
ま
だ
殺
生
罪
を
ま
ぬ
か
れ
ず
、
い
か
に
況
ん
や
所
化
の
弟
子
を
や
然
る
に
法
華
経
は
悉
く
成
仏
せ
し
む
（
中
略
） 

 
 

第
十
に
不
誇
三
宝
戒
と
は
爾
前
の
諸
経
の
意
は
仏
不
謗
三
宝
戒
を
た
も
つ
を
と
け
り
、
然
り
と
雖
も
、
法
華
の
意 

 
 
 

は
爾
前
の
仏
は
誇
三
宝
第
一
な
り
。
ゆ
え
は
い
か
ん
。
爾
前
の
仏
は
一
住
世
間
の
不
誇
三
宝
戒
を
た
も
つ
に
似
た 

 
 
 

り
と
雖
も
、
未
だ
出
世
の
不
誇
三
宝
を
た
も
た
ず
、
二
乗
闡
提
の
九
界
の
衆
生
の
三
宝
を
し
て
成
仏
せ
し
め
ず
、 

 
 
 

能
化
の
仏
い
ま
だ
誇
三
宝
罪
を
ま
ぬ
が
れ
ず
い
か
に
い
わ
ん
や
所
化
の
弟
子
を
や
。
然
る
を
法
華
経
に
悉
く
成
仏 

 
 
 

せ
し
む
」 

と
あ
っ
て
、
十
番
に
次
第
順
序
し
て
、
法
華
経
以
前
の
諸
経
に
は
本
当
の
戒
が
な
く
、
戒
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、 

 
 
 

法
華
経
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
戒
で
は
な
い
と
さ
れ
、
末
法
に
お
い
て
、
我
々
が
た
も
つ
と
こ
ろ
の 

 
 
 

戒
と
い
う
の
は
、
教
行
証
御
書
に
次
の
如
く
示
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

「
此
の
法
華
経
の
本
門
の
肝
心
、
妙
法
蓮
華
経
は
三
世
の
諸
仏
の
万
行
万
善
の
功
徳
を
あ
つ
め
て
五
字
と
な
せ 
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り
、
此
の
五
字
の
内
に
豈
万
戒
の
功
徳
を
お
さ
め
ざ
ら
ん
や
。
但
し
此
の
具
足
の
妙
戒
は
一
度
た
も
っ
て
後
、
行 

 
 
 

者
破
ら
ん
と
す
れ
ど
破
れ
ず
是
を
金
剛
宝
器
戒
と
や
申
し
け
ん
な
ん
ど
た
つ
べ
し
、
三
世
の
諸
仏
は
此
の
戒
を
た 

 
 
 

も
っ
て
、
法
身
、
報
身
、
応
身
な
ん
ど
い
づ
れ
も
無
始
無
終
の
仏
に
な
ら
せ
給
う
。
こ
れ
を
「
諸
教
の
中
に
於
て 

 
 
 

之
を
秘
し
て
伝
へ
ず
」
と
は
天
台
大
師
書
き
給
へ
り
、
今
末
法
当
世
の
有
智
、
無
智
、
在
家
、
出
家
、
上
下
、
万 

 
 

人
、
此
の
妙
法
蓮
華
経
を
た
も
っ
て
説
の
如
く
修
行
せ
ん
に
豈
仏
果
を
得
ざ
ら
ん
や
、
さ
て
こ
そ
決
定
無
有
疑
と 

 
 

は
、
滅
後
濁
悪
の
法
華
経
の
行
者
を
定
判
せ
さ
せ
給
へ
り
。
三
仏
の
定
判
に
も
れ
た
る
権
宗
の
人
々
は
決
定
し
て 

 
 
 

無
間
（
地
獄
）
な
る
べ
し
、
是
の
如
く
、
い
み
じ
き
戒
な
れ
ば
、
爾
前
、
述
門
の
諸
戒
は
今
一
分
の
功
徳
な
し
、 

 
 
 

功
徳
な
か
ら
ん
に
一
日
の
斎
戒
も
無
用
な
り
」
（
全
集
一
二
八
二
ペ
ー
ジ
） 

 

（
註
一
）  

国
訳
一
切
経
伝
部 

（
註
二
）  

本
門
戒
体
抄 

（
註
三
）  

「
日
本
仏
教
史
」
辻
善
之
助 

四 

「
広
宣
流
布
の
志
な
く
ば
、
利
生
こ
れ
あ
る
べ
か
ら
ず
」
日
法
は
常
に
口
ず
さ
ん
だ
。 
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「
広
宣
流
布
の
志
な
く
ば…

…

利
生
こ
れ
あ
る
べ
か
ら
ず
」
日
法
は
大
聖
人
の
こ
の
言
葉
を
、
口
ず
さ
み
な
が 

 
 
 

ら
、
こ
こ
数
日
来
、
一
心
不
乱
に
鑿の

み

を
ふ
る
っ
て
い
た
。 

「
日
法
殿
、
は
い
っ
て
も
よ
い
で
す
か
」 

 

部
屋
の
外
か
ら
声
が
か
か
っ
た
。 

「
日
興
殿
で
す
か…

…

」 

「
そ
う
で
す
、
出
来
上
り
ま
し
た
か
」 

「
出
来
上
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
遠
慮
な
く
部
屋
に
入
っ
て
御
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
」  

 

大
聖
人
の
身
延
の
庵
室
の
一
部
を
彫
刻
部
屋
に
あ
て
た
和
泉
坊
日
法
の
部
屋
で
あ
っ
た
。  

 

戸
を
あ
け
る
と
、
楠
の
気
香

き

が

が
部
屋
一
杯
に
み
ち
て
い
た
。
部
屋
の
中
央
と
お
ぼ
し
き
処
に
丈
四
尺
六
寸
、
幅 

 
 
 

二
尺
一
寸
、
彫
刻
さ
れ
た
板
の
御
本
尊
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
ぞ
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
と
、
大
聖
人
が
お
し
た
た
め
に
な
っ
た
、
本
門
戒
壇
の
大
御
本
尊
で
あ
っ
た
。 

 

楠
の
板
に
彫
ら
れ
た
ま
ま
の
御
本
尊
と
は
言
え
そ
の
風
格
は
、
四
辺
を
圧
し
て
い
た
。 

 

日
興
は
こ
れ
を
拝
す
る
と
、
思
わ
ず
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
た
。 

「
日
法
殿
、
見
事
で
す
な
あ
」 

 

日
興
は
板
御
本
尊
か
ら
眼
を
は
な
さ
ず
、
感
歎
の
声
を
放
っ
た
。 

「
大
聖
人
さ
ま
の
御
筆
蹟
の
見
事
さ
で
す
よ
」 
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日
法
は
遠
慮
し
て
返
答
を
し
た
。 

「
い
や
、
そ
れ
は
申
す
迄
も
な
い
こ
と
。
然
し
そ
の
筆
意
を
よ
く
汲
み
と
ら
れ
た
、
御
謙
遜
な
さ
ら
ず
と
も
よ
い 

 
 
 

で
す
」 

「
私
は
斎
戒
沐
浴
し
て
邪
念
を
は
ら
い
、
常
に
大
聖
人
の
御
言
葉
で
あ
る
、
広
宣
流
布
の
志
な
く
ば
、
利
生
こ
れ 

 
 
 

あ
る
べ
か
ら
ず
と
題
目
を
唱
え
る
合
間
合
間
に
口
ず
さ
ん
で
彫
刻
致
し
ま
し
た
。
広
宣
流
布
の
暁
に
は
、
戒
壇
院 

 
 
 

に
安
置
致
す
べ
き
、
大
御
本
尊
で
あ
る
と
覚
悟
致
し
ま
す
と
、
彫
刻
致
す
我
が
身
の
光
栄
が
、
只
々
有
難
く
感
ぜ 

 
 
 

ら
れ
ま
し
た
」 

「
日
法
殿
の
名
誉
は
此
の
御
本
尊
と
と
も
に
永
く
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
有
難
い
こ
と
で
す
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経…

…

」 

 

日
法
日
興
共
々
に
合
唱
す
る
題
目
で
あ
っ
た
。 

「
日
法
殿
、
よ
く
聞
か
れ
よ
。
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
こ
の
方
、
何
千
何
万
の
仏
像
が
き
ざ
ま
れ
た
で
あ
ろ
う 

 
 

に
、
こ
の
よ
う
な
大
御
本
尊
は
い
ま
だ
き
ざ
ま
れ
た
こ
と
が
な
い
。
大
聖
人
さ
ま
も
紙
幅
に
な
さ
れ
た
大
曼
荼
羅 

 
 
 

は
数
あ
る
が
、
彫
刻
を
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
の
戒
壇
の
大
御
本
尊
さ
ま
だ
け 

 
 
 

で
あ
る
。
尽
未
来
際
の
こ
と
を
思
わ
れ
て
彫
刻
を
御
命
じ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
任
に
え
ら
ば
れ
た
日
法
殿 

 
 

は
、
日
本
第
一
の
果
報
者
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」 

「
私
も
身
の
果
報
を
日
夜
有
難
く
感
じ
ま
し
て
一
心
不
乱
に
お
き
ざ
み
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
誇
法
の
輩
は
何
に 
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を
言
い
出
す
か
わ
か
ら
ぬ
時
代
も
く
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
日
興
殿
、
草
木
成
仏
の
お
説
法
を
き
か
せ
て 

 
 
 

く
れ
ま
せ
ん
か
」 

 

法
華
経
の
方
便
晶
に
は
「
彫
刻
し
て
衆
相
を
な
せ
る
皆
す
で
に
仏
道
を
成
じ
き
」
と
は
あ
り
ま
す
が
、
只
今
、 

 
 

「
有
難
く
て
こ
の
部
屋
に
入
る
と
、
日
法
殿
と
た
だ
い
ま
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
一
緒
に
唱
え
ま
し
た
が
、
こ
の
南 

 
 
 

無
妙
法
蓮
華
経
こ
そ
、
草
木
成
仏
の
し
る
し
で
す
。
大
聖
人
の
御
指
南
に
よ
れ
ば
、
妙
法
と
は
有
情
の
成
仏
、
蓮 

 
 
 

華
と
は
非
情
の
成
仏
な
り
と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
有
情
と
非
情
と
一
応
は
区
別
致
し
ま
し
て
も
、
仏
眼
を
も
っ 

 
 
 

て
み
る
時
は
無
非
中
道
で
あ
り
ま
す
。
一
塵
の
中
に
も
三
千
を
具
足
す
る
の
主
旨
よ
り
申
せ
ば
、
凡
眼
の
眼
に
は 

 
 
 

有
情
非
情
の
差
別
が
一
応
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
仏
眼
を
も
っ
て
み
る
時
に
は
す
べ
て
中
道
で
あ
り
ま
す
。
い
な
非 

 
 
 

情
の
器
物
が
却
っ
て
長
く
昔
の
風
物
を
伝
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
私
ど
も
が
こ
の
部
屋
で
き
く
あ
の
松
籟
の 

 
 
 

音
が
今
を
千
年
の
後
に
も
伝
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
て
み
る
時
は
、
人
間
の
寿
命
は
ま
こ
と
に
、
凡
も
聖
も 

 
 
 

お
し
な
べ
て
、
大
海
に
む
す
ぶ
う
た
か
た
の
如
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
聖
人
さ
ま
は
こ
こ
を
思
わ
れ
て
、 

 
 
 

日
本
国
の
一
切
衆
生
を
思
う
大
慈
悲
を
こ
の
本
門
戒
壇
の
御
本
尊
さ
ま
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま 

 
 

す
」 

「
左
様
と
こ
の
日
法
も
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
日
興
殿
、
た
だ
い
ま
の
御
話
で
安
心
い
た
し
ま
し
た
の
で 

 
 
 

御
覧
に
い
れ
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
な
ん
で
し
ょ
う
か
」 
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「
こ
れ
で
す
よ
」 

 
日
法
は
部
屋
の
ど
こ
か
に
、
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
り
出
し
て
日
興
の
眼
の
前
に
恭
々
し
く
さ
さ
げ 

 
 
 

た
も
の
が
あ
る
。 

「
や
っ
、
こ
れ
は
大
聖
人…

…

」 

 

日
興
が
思
わ
ず
声
を
放
っ
た
。 

「
御
尊
影
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

日
法
が
つ
け
く
わ
え
た
。 

「
よ
く
も
似
た
も
の
で
す
な
あ
」 

 

い
つ
の
間
に
か
、
日
興
は
両
手
に
う
け
と
っ
て
、
左
右
、
上
下
か
ら
そ
れ
を
眺
め
て
ま
わ
し
て
い
た
。 

 

そ
れ
は
高
さ
三
寸
の
大
聖
人
の
御
影
で
あ
っ
た
。
形
は
ち
い
さ
い
が
大
聖
人
の
慈
愛
と
威
厳
と
は
充
分
に
彫
み 

 
 
 

こ
ま
れ
て
い
た
。 

「
大
聖
人
の
御
影
を
滅
後
の
人
々
が
、
お
し
た
い
申
す
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
あ
の
御
本
尊
と
同
材
の
楠
を 

 
 
 

も
っ
て
ぎ
ざ
み
申
し
上
げ
ま
し
た
」 

「
そ
れ
は
、
よ
い
こ
と
を
な
さ
れ
た
、
然
し
よ
く
も
、
そ
っ
く
り
、
そ
の
ま
ま
お
写
し
申
し
上
げ
ま
し
た
な
あ
」 

「
日
法
は
常
々
幸
い
な
い
こ
と
に
は
、
大
聖
人
さ
ま
の
お
頭
を
あ
た
っ
て
お
っ
た
り
、
ま
た
入
浴
の
度
毎
に
お
背 

 
 
 

中
を
な
が
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
今
度
の
こ
の
御
影
の
彫
刻
に
本
当
に
役
に
た
ち
ま
し
た
。
十
分
自
信
の
あ
る 
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仕
事
で
す
」 

「
そ
う
で
し
ょ
う
、
お
側
に
お
給
仕
申
し
上
げ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
出
来
な
い
仕
事
で
す
」 

「
誇
法
不
信
の
滅
後
の
時
代
に
は
、
こ
の
戒
壇
の
御
本
尊
様
を
偽
物
よ
ば
わ
り
い
た
す
も
の
が
、
経
文
の
如
く
ん 

 
 
 

ば
必
ら
ず
出
現
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
、
こ
の
御
影
様
が
、
日
興
殿
」 

 

日
法
は
声
に
力
を
い
れ
て
言
っ
た
。 

 

日
法
は
今
こ
こ
で
日
興
殿
と
呼
ん
で
お
る
が
、
そ
れ
は
大
聖
人
さ
ま
を
御
師
匠
さ
ま
と
お
呼
び
申
し
上
げ
て
お 

 
 
 

る
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
で
、
実
は
、
最
初
は
日
興
上
人
に
鎌
倉
で
お
逢
い
し
て
出
家
と
な
り
、
日
興
上
人
の
許
諾 

 
 
 

に
よ
っ
て
、
大
聖
人
さ
ま
の
御
弟
子
と
な
り
、
和
泉
阿
闇
梨
日
法
と
御
名
を
頂
戴
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
日
法 

 
 
 

は
日
興
上
人
を
小
師
と
仰
い
で
お
っ
た
の
で
、
た
と
え
、
日
興
殿
と
呼
ん
で
も
対
等
で
は
な
く
、
日
興
上
人
に
は 

 
 
 

小
師
の
礼
を
以
っ
て
接
し
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
役
に
立
ち
ま
す
」 

 

日
興
は
そ
の
意
を
さ
っ
し
て
膝
を
ぽ
ん
と
打
っ
た
。 

「
日
法
殿
、
御
仏
智
で
す
ぞ
」 

  

「
鳥
と
虫
と
は
な
け
ど
も
涙
お
ち
ず
、
日
蓮
は
な
か
ね
ど
も
涙
ひ
ま
な
し
、
此
の
涙
世
間
の
事
に
は
非
ず
但
偏
に 
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法
華
経
の
故
也
、
と
仰
せ
ら
れ
た
大
聖
人
が
滅
後
の
衆
生
の
た
め
に
お
し
た
た
め
に
な
っ
た
、
本
門
戒
壇
の
大
御 

 
 
 

本
尊
で
あ
っ
て
も
、
我
が
非
を
か
く
さ
ん
が
為
に
は
、
こ
れ
を
偽
物
よ
ば
わ
り
す
る
謗
法
不
信
の
徒
輩
が
出
て
く 

 
 
 

る
こ
と
は
十
分
に
推
量
が
出
来
ま
す
」 

「
そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
こ
の
日
法
の
お
き
ざ
み
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
三
寸
の
御
影
さ
ま
が
そ
の
証
拠
と
な 

 
 
 

り
ま
す
。
大
聖
人
さ
ま
の
御
背
中
を
流
し
申
し
上
げ
て
、
そ
の
骨
格
体
格
を
十
分
に
知
り
つ
く
し
た
こ
の
日
法
が 

 
 
 

信
心
こ
め
て
お
き
ざ
み
申
し
上
げ
た
御
影
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
大
聖
人
さ
ま
に
似
て
お
ら
ん
と
申
す
人
は 

 
 
 

一
人
も
お
ら
な
い
で
し
ょ
う
」 

「
よ
い
こ
と
を
日
興
が
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
を
益
々
証
拠
づ
け
る
た
め
に
、
日
法
殿
は
幸
い
に
大
聖
人 

 
 
 

さ
ま
の
お
頭
を
あ
た
っ
て
お
ら
れ
る
、
そ
の
髪
を
頂
戴
し
て
、
そ
の
灰
を
も
っ
て
う
す
墨
に
そ
の
御
影
様
を
彩
色 

 
 
 

な
さ
い
。
さ
す
れ
ば
、
そ
の
御
影
さ
ま
に
魂
が
は
い
っ
た
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
。
そ
う
な
れ
ば
誰
一
人
で
も
、
こ 

 
 
 

れ
を
偽
物
と
呼
ぶ
人
は
お
ら
な
い
で
し
ょ
う
」 

「
有
難
い
こ
と
で
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
。
滅
後
の
人
の
論
難
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
や
っ
て
の
け
ま
し
ょ
う
。
ひ
い 

 
 
 

て
は
、
そ
れ
は
、
戒
壇
の
御
本
尊
さ
ま
の
御
威
光
を
ま
す
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
」 

「
私
も
共
々
大
聖
人
さ
ま
の
御
前
に
ま
い
っ
て
、
御
印
可
を
下
さ
る
よ
う
に
、
御
手
伝
申
し
上
げ
ま
す
。
日
法 

 
 
 

殿
、
し
っ
か
り
お
や
り
な
さ
い
」 

「
し
っ
か
り
や
り
ま
す
」 
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日
法
は
日
興
の
顔
を
な
が
め
て
、
そ
の
決
意
の
程
を
両
眼
に
し
め
し
た
。 

「
聖
人
こ
の
像
を
掌
の
上
に
置
き
、
こ
れ
を
み
そ
な
わ
し
て
笑
み
を
含
み
て
許
諾
す
」 

と
日
法
上
人
の
伝
記
に
あ
る
。 

 

板
本
尊
の
偽
作
論
は
果
た
せ
る
か
な
、
日
蓮
正
宗
の
宗
風
が
あ
が
る
と
そ
れ
に
歩
調
を
合
せ
て
起
こ
っ
た
が
、 

 
 
 

今
は
そ
れ
を
あ
げ
な
い
。
但
し
非
常
に
わ
か
り
易
い
こ
と
だ
が
、
そ
う
言
わ
れ
て
、
そ
う
か
な
あ
と
誤
解
す
る
も 

 
 
 

の
を
一
つ
二
つ
あ
げ
て
後
は
そ
の
専
門
書
に
ま
か
せ
る
。
論
難
の
一
つ
で
、
戒
壇
の
御
本
尊
さ
ま
が
材
質
が
楠
で 

 
 
 

あ
る
こ
と
を
と
ら
え
て
、
四
尺
六
寸
な
ぞ
と
い
う
幅
の
広
い
楠
が
身
延
に
あ
る
筈
が
な
い
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
始 

 
 
 

ま
っ
て
、
楠
の
生
え
る
緯
度
を
論
じ
て
静
岡
県
に
は
な
い
と
ま
で
結
論
し
た
人
が
い
た
。
熱
海
市
の
中
に
木
の
宮 

 
 
 

と
い
う
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
楠
が
御
神
体
に
な
り
や
く
六
畳
敷
き
の
巨
樹
で
あ
る
。
又
真
鶴
岬
に
は
楠
だ
け
の 

 
 
 

原
始
林
が
あ
る
。
又
身
延
の
た
し
か
大
野
に
は
現
在
も
立
派
な
楠
の
巨
木
が
あ
る
。
富
士
駅
近
く
の
三
面
神
社
の 

 
 
 

境
内
に
も
、
現
在
楠
の
巨
木
が
あ
る
。
こ
れ
な
ぞ
は
悪
口
の
た
め
の
悪
口
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
楠
は
南
方
暖 

 
 
 

地
と
考
え
た
と
こ
ろ
か
ら
静
岡
県
に
は
楠
が
な
い
と
結
論
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
研
究
が
不
足
だ
っ
た
。
南 

 
 
 

方
暖
地
の
楠
は
年
輪
の
目
が
あ
ら
い
の
で
柔
か
く
、
彫
刻
に
は
む
か
な
い
の
で
あ
る
。
彫
刻
に
む
く
の
は
暖
地
で 

 
 
 

も
寒
い
処
に
近
く
て
そ
し
て
目
の
こ
ま
か
い
の
が
、
材
質
が
か
た
く
て
彫
刻
に
む
く
の
で
あ
る
。 

 

彫
刻
と
い
え
ば
も
っ
と
お
か
し
い
悪
口
が
あ
る
。 

「
日
蓮
が
魂
を
墨
に
そ
め
な
が
し
て
書
き
で
侯
ぞ
信
じ
さ
せ
給
へ
」
（
全
集
一
一
二
四
ペ
ー
ジ
） 
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と
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
彫
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
板
本
尊
に
は
魂
が
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ 

 
 
 

で
は
勿
体
な
い
と
言
う
の
で
、
そ
の
戒
壇
の
大
御
本
尊
の
ほ
り
く
ず
を
あ
つ
め
て
保
存
し
て
あ
る
処
が
あ
る
。
そ 

 
 
 

れ
は
静
岡
県
の
岡
宮
の
光
長
寺
に
そ
れ
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
光
長
寺
は
日
法
上
人
の
開
基
の 

 
 
 

寺
で
あ
る
。 

 

私
は
八
、
九
年
前
に
、
岡
宮
の
光
長
寺
を
訪
ず
れ
て
、
そ
の
有
無
を
時
の
住
職
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
が
、
住 

 
 
 
 

職
は
、
岡
宮
の
光
長
寺
で
は
、
昔
か
ら
そ
う
い
う
も
の
は
宝
物
に
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
言
う
の
は
、
あ
な
た
の 

 
 
 

宗
旨
の
方
で
言
っ
て
お
る
と
言
う
こ
と
は
き
い
て
い
ま
し
た
。
と
あ
べ
こ
べ
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
る 

 
 

程
、
も
の
は
た
ず
ね
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
つ
く
づ
く
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
光
長
寺
の
宝
物
の 

 
 
 

中
で
、
日
法
上
人
が
盗
ん
で
き
た
と
い
う
、
大
聖
人
の
お
舎
利
を
み
た
。 

 

池
上
で
大
聖
人
さ
ま
を
荼
毗
に
ふ
し
た
時
、
日
法
上
人
が
、
盗
ん
で
き
た
と
い
う
、
小
指
程
の
白
い
お
舎
利 

 
 
 

が
、
一
輪
ざ
し
の
よ
う
な
、
素
焼
の
壷
の
中
に
あ
っ
た
。
ふ
る
と
資
か
し
た
の
を
記
憶
し
て
お
る
。
日
法
上
人
の 

 
 
 

大
聖
人
を
お
し
た
い
申
し
た
こ
と
が
、
骨
を
盗
む
と
い
う
よ
う
な
伝
説
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 


